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ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
一
）
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
黄
金
比
構
成

　

以
下
に
タ
ル
シ
ア
画
の
透
視
遠
近
法
を
分
析
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
ア
ル
マ
デ
ィ

オ
（
図
１
）
全
体
の
建
築
的
構
造
を
律
す
る
黄
金
比
構
成
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
は
個
別
場
面
の
消
失
点
を
示
し
た
図
（
図
２
、
図
３
）
な

ど
を
含
め
て
当
該
の
拙
著
［
元
本
］
の
第
二
章
か
ら
の
再
録
で
あ
る
。

　

正
方
形
の
パ
ネ
ル
を
ま
と
め
て
付
け
柱
を
も
っ
て
分
け
る
構
想
は
、
ブ
ル
ネ
レ

ス
キ
［
一
三
七
七
～
一
四
四
六
］
の
パ
ッ
ツ
ィ
家
礼
拝
堂
フ
ァ
サ
ー
ド（

（
（

に
由
来
す
る

が
、
こ
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
場
合
、
全
体
の
大
四
角
形
の
両
端
を
付
け
柱
で
閉
じ
、

中
央
に
別
の
付
け
柱
を
置
い
て
左
右
二
棹
に
分
け
、
都
合
三
○
の
正
方
形
の
扉

を
割
り
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
割
り
つ
け
が
統
一
的
比
例
の
原
則
に
も
と
づ

い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

（
（

（
図
３
）。
す
な
わ
ち
、
左
右
両
端
の
付
け
柱
、

下
部
の
基
壇
、そ
し
て
上
部
の
水フ
ロ
ン
ト
ー
ネ

平
蛇
腹
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
大
き
な
四
角
形（
Ｃ

Ｇ
Ｒ
Ｓ
）
か
ら
、
黄
金
比
に
も
と
づ
い
て
三
○
の
正
方
形
が
割
り
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
四
角
形
の
短
辺
に
黄
金
比
の
基
準
と
な
る
寸
法
―
―
図

３
の
Ｃ
Ｆ
、
Ｆ
Ｇ
、
あ
る
い
は
Ｇ
Ｄ
―
―
を
見
つ
け
る
と
、
こ
の
短
辺
の
中
央
に
、

求
め
る
単
位
の
寸
法
た
る
Ｄ
Ｆ
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
黄
金
比
［Φ

≒
（.6（8

］
か
ら

得
ら
れ
る
短
い
切
片
Ｆ
Ｇ
と
Ｄ
Ｃ
の
寸
法
は
、
三
○
の
正
方
形
扉
そ
れ
ぞ
れ
の
飾

り
額
縁
の
寸
法
Ｘ
の
三
倍
で
あ
る
。
黄
金
比
の
す
べ
て
の
基
準
点
を
結
ぶ
と
、
実

線
で
示
し
た
よ
う
な
、比
率
を
同
じ
く
す
る
小
さ
な
長
方
形
が
得
ら
れ
る（

（
（

。
他
方
、

点
線
で
示
し
た
対
角
線
か
ら
黄
金
比
構
成
に
由
来
す
る
、
頂
点
が
天
地
逆
の
三
角

形
が
得
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
タ
ル
シ
ア
画
を
ほ
ど
こ
し
た
三
○
の
扉
は
全
体
と
し
て
統
一

的
比
例
に
も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ

の
扉
に
は
幾
何
学
モ
チ
ー
フ
を
象
嵌
し
た
装
飾
帯
、
お
よ
び
、
入
れ
子
状
に
重
ね

ら
れ
た
正
方
形
の
飾
り
額
縁
が
あ
る
。
こ
れ
に
光
が
当
た
っ
て
明
暗
の
リ
ズ
ム
が

生
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
扉
は
全
体
を
構
成
す
る
確
か
な
単
位
と
し
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
タ
ル
シ
ア
画
面
に
接
す
る
最
も
内
側
の
額
縁
は
ほ
ん
の
わ
ず

か
画
面
よ
り
高
く
、絵
画
空
間
を
構
成
す
る
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の「
視
覚
の
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
」
の
枠
と
な
る
。
左
右
両
棹
の
最
上
列
の
両
端
と
い
う
適
所
に
半
身
像
が
配
さ

れ
、
そ
れ
を
は
さ
ん
で
、
半
開
き
の
扉
の
奥
の
ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ
風
の
静
物
の

場
面
が
、
ま
た
そ
れ
ら
と
は
外
見
上
対
照
的
な
街
景
画
が
配
さ
れ
る
が
、
そ
の
配

置
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
ま
る
で
、
実
際
に
扉
を
開
け
閉
め
す
る
動
作
を
あ
ら
か
じ

め
念
頭
に
置
い
て
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

タ
ル
シ
ア
画
の
な
か
の
水
平
線
と
垂
直
線
を
観
察
す
る
と
、
画
面
は
観
客
の
視

点
の
高
さ
に
応
じ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
街
景
画
の
地
面
に
落
ち

る
建
物
の
影
が
、
静
物
画
の
半
開
き
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
扉
の
明
部
が
、
そ
し
て
半

身
像
に
落
ち
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
を
照
ら
す
光
は
左
側
か
ら

差
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
が
当
初
置
か
れ
て
い

た
旧
聖
具
室
の
高
い
窓
か
ら
差
す
光
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
［
二
五
号
の

本
稿
図
２
］。

　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
高
さ
の
ほ
ぼ
中
央
に
水
平
線
を
引
い
て
み
る
と
、
こ
れ
が
視

点
の
高
さ
に
相
当
し
、
そ
れ
を
基
準
に
し
て
、
静
物
画
の
モ
ノ
た
ち
を
置
く
床
面

の
高
さ
と
、
街
景
画
の
水
平
線
の
高
さ
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図

２
）。
俯
瞰
さ
れ
た
床
面
は
下
段
の
静
物
画
で
は
広
く
、
中
段
で
は
狭
く
、
上
段

で
は
幅
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
下
段
の
や
や
俯
瞰
的
に
見
ら
れ
た

街
景
画
で
は
水
平
線
は
高
く
、
中
段
、
上
段
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
低
く

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
透
視
画
の
視
点
の
高
さ
の
変
化
は
、
画
中
で
枠
の
役

割
を
は
た
す
破
風
や
コ
ー
ニ
ス
と
い
っ
た
建
築
モ
チ
ー
フ
に
も
等
し
く
認
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
中
央
に
置
か
れ
た
付
け
柱
を
軸
と
し
て
、
左
側
の

十
五
場
面
の
消
失
点
は
画
面
の
左
側
に
、
右
側
の
十
五
場
面
の
消
失
点
は
画
面
の

右
側
に
偏
っ
て
お
り
、
観
客
が
中
央
に
立
っ
て
見
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
中
央
の
付
け
柱
を
軸
と
し
て
左
右
に
扇
状
に
広
が
る
視
線
は
左
右
両

端
の
付
け
柱
が
こ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
画
面
構
成
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
建
築
的
枠
組
み
に
た
だ

従
う
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
の
リ
ズ
ム
と
シ
ン
メ
ト

リ
ー
は
画
面
構
成
を
秩
序
づ
け
、そ
れ
ら
に
新
し
い
意
味
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
明
る
い
背
景
と
黒
い
背
地
の
画
面
を
交
互
に
配
列
す
る
だ
け
な
ら
、
単
に

チ
ェ
ッ
カ
ー
模
様
仕
立
て
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
が
、
タ
ル
シ
ア
画
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
に
よ
っ
て
収
納
扉
の
列
に
絵
画
的
な
明
と
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
生
ま
れ
、

「
虚

ヴ
ォ
ー
ト」［

黒
材
で
背
景
を
閉
じ
た
静
物
画
と
聖
人
像
の
空
間
］
と
「
実

ピ
エ
ー
ノ」［

遠
く
を
見
通
す
明

る
い
街
景
画
の
空
間
］
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
生
み
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
三
段
の
そ
れ
ぞ
れ
に
配
さ
れ
た
街
景
画
に
目
を
移
す
と
、
上
段
と
中
段
で

は
消
失
点
は
す
べ
て
左
に
か
た
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
段
で
は
右
に
か
た

よ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
下
段
右
端
の
付
け
柱
に
接
す
る
一
図
だ
け
は
例
外
で
消
失

点
は
左
に
寄
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
建
築
の
フ
ァ
サ
ー
ド
に
見
立
て
ら
れ
た

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
の
大
四
角
形
を
閉
じ
る
付
け
柱
の
視
覚
的
応
力
へ
の
対
抗
で

あ
っ
て
、
こ
れ
と
同
じ
工
夫
は
、
上
段
の
両
端
に
置
か
れ
た
ペ
ア
の
半
身
像
に
も

は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

　

背
地
を
黒
く
閉
じ
て
奥
行
き
を
な
く
し
た
静
物
画
の
「
虚
」
の
空
間
に
、
実
物

か
と
見
ま
が
う
両
開
き
の
扉
が
描
か
れ
る
が
、
開
き
具
合
や
当
た
っ
た
光
の
強
弱

は
よ
く
計
算
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
下
段
右
棹
の
場
合
、
描
か
れ
た
扉
は
、
左

棹
の
場
合
と
較
べ
て
、
光
の
当
た
る
面
積
が
広
い
。
中
段
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と

が
言
え
る
が
、
上
段
で
は
正
反
対
に
な
っ
て
お
り
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
に
変
化

の
な
か
に
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
画
中
の

扉
の
表
現
に
変
化
を
与
え
る
た
め
に
、
例
え
ば
上
下
二
分
し
た
小
扉
の
開
く
角
度

を
変
え
て
透
視
画
空
間
の
厚
み
を
感
じ
さ
せ
、
あ
る
い
は
正
方
形
・
長
方
形
・
楕

円
形
の
透
か
し
彫
り
を
ほ
ど
こ
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
別
材
の
ピ
ー
ス
を
嵌
め
、

あ
る
い
は
彫
り
下
げ
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。

　

視
点
の
高
さ
に
応
じ
て
小
扉
の
見
か
け
を
変
化
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
偶
然

に
放
置
し
た
か
の
よ
う
に
よ
そ
お
っ
て
開
き
の
角
度
を
変
え
、
あ
る
い
は
画
面
か

ら
出
て
こ
ち
ら
側
の
現
実
空
間
に
越
境
す
る
か
の
よ
う
に
、
観
客
の
目
を
あ
ざ
む

い
て
、
三
次
元
空
間
の
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
は

じ
め
て
理
論
化
し
た
透
視
遠
近
法
の
視
覚
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら

も
、
そ
こ
か
ら
一
歩
先
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

透
視
遠
近
法
表
現
の
場
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
が
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
『
絵

画
論
』［
一
四
三
六
］
の
第
一
書
十
二
節
で
、「
諸
物
体
が
面
に
覆
わ
れ
て
い
る
以
上
、

一
物
体
の
、
一
目
で
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
面
は
、
面
と
同
数
の
ご
く
小
さ
い
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
詰
ま
っ
て
い
る
一
つ
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」
と
書
い
て

い
る
。
し
か
し
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
理
論
に
満
足
せ
ず
、
タ
ル

シ
ア
画
の
舞
台
空
間
に
観
客
を
参
加
さ
せ
、
光
に
よ
る
造
形
の
変
化
を
認
識
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
半
開
き
の
扉
や
道
具
な
ど
が
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
的
な
ま
す
目
の
網
を

破
っ
て
こ
ち
ら
側
に
せ
り
出
し
、
そ
こ
に
現
実
の
光
が
か
す
め
る（

4
（

。
ト
ロ
ン
プ
＝

ル
イ
ユ
の
意
味
が
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
幾
何
学
的
造
形
に
生
気
を
与
え
、
全

五  浦  論  叢  第  27  号
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体
の
雰
囲
気
を
統
一
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
光
で
あ
り
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
さ
ま

ざ
ま
な
工
夫
は
こ
こ
に
結
集
す
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
美
し
い
絵
画
的
な
明
暗
の
諧
調
が
生
ま
れ
る
。
タ
ル
シ
ア
画
面
と

デ
コ
ラ
テ
ィ
ブ
な
額
縁
と
の
二
色
対
比
、
あ
る
い
は
、
道
具
や
聖
人
像

（
（
（

と
背
地
の

黒
と
の
二
色
対
比
は
、ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

下
段
、
中
段
、
上
段
へ
と
移
行
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
背
地
の
黒
い
「
虚
」
の
画

面
数
は
、
四
面
、
六
面
、
八
面
と
増
加
し
、
そ
の
結
果
、
上
端
の
水
平
蛇
腹
と
左

右
両
端
及
び
中
央
の
付
け
柱
の
明
る
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
各
段
に
背
地
を
黒

で
閉
じ
る
「
虚
」
の
空
間
と
、
遠
景
を
見
通
す
明
る
い
「
実
」
の
画
面
は
一
面
お

き
に
交
互
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
直
上
の
段
で
は
こ
れ
が
一
面
分
ず
つ
ず
ら
さ

れ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ず
ら
し
は
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー

ラ
［
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
設
計
に
関
与
し
た
と
さ
れ
る
ク
レ
モ
ナ
の
建
築
家
。
十
五
世
紀
後
半
～

一
五
一
八
。
デ
ル
・
エ
ー
ラ
］
の
建
築
意
匠
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
最
上
段
の
十
画
面
の
う
ち
、
八
画
面
が
背
地
黒
の
「
虚
」
の

画
面
で
あ
り
、［
こ
れ
を
左
右
両
棹
の
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
見
る
と
］
五
場
面
を
も
っ
て

く
く
ら
れ
る
長
方
形
の
中
央
に
、背
景
の
明
る
い
「
実
」
の
画
面
が
割
っ
て
入
り
、

［
左
右
両
棹
を
あ
わ
せ
て
］
地
黒
の
連
続
二
画
面
が
合
計
四
組
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
組
は
半
円
形
に
包
摂
さ
れ
る
［
と
想
像
し
て
み
よ
う
］。
す
る

と
こ
の
四
組
の
そ
れ
ぞ
れ
を
包
摂
す
る
四
つ
の
半
円
形
は
、
大
聖
堂
の
旧
聖
具
室

の
天
井
の
四
つ
の
ア
ー
チ
に
対
応
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
四
組
の

背
地
黒
の
画
面
は
こ
の
四
つ
の
ア
ー
チ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
配
分
さ
れ
、
背
景
の
明
る

い
「
実
」
の
画
面
お
よ
び
中
央
の
付
け
柱
は
、
こ
の
ア
ー
チ
の
基
拱
石
の
直
下
に

位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
取
り
壊
さ
れ
た
旧
聖
具
室
の
構
造
を

再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る（

6
（

。

　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
戸
棚
と
旧
聖
具
室
天
井
の
ア
ー
チ
と
が
こ
の
よ
う
に
呼
応

し
、
そ
れ
が
ク
レ
モ
ナ
の
世
俗
建
築
の
フ
ァ
サ
ー
ド
の
意
匠
を
予
示
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
内
的
構
成
も
ま
た
、
ク
レ
モ
ナ
の
聖
ア
ッ
ボ
ン
デ
ィ

オ
教
会
の
キ
オ
ス
ト
ロ
の
上
階
の
柱
廊
に
巡
ら
さ
れ
た
、
一
対
の
正
方
形
鏡
板
に

円
を
包
摂
さ
せ
た
幅
広
の
絵
画
的
装
飾
帯
の
テ
ー
マ
を
先
取
り
し
て
い
る
と
言
え

る
。
個
々
の
収
納
棚
─
─
内
部
は
完
全
な
立
方
体
で
あ
る
─
―
の
三
〇
の
正
方
形

の
扉
は
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
正
面
に
、
密
度
の
高
い
建
築
装
飾
の
観
を
与
え
る
。

事
実
、
正
方
形
の
配
列
は
、
こ
れ
よ
り
約
二
〇
年
後
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ラ
イ
モ
ン

デ
ィ
［
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
設
計
］
の
フ
ァ
サ
ー
ド
の
意
匠
を
予
示
し

て
い
る
。

　

私
た
ち
が
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
に
認
め
る
の
は
、
一
四
○
○
年
代
建
築
の
堂
々
た
る

意
匠
を
家
具
に
応
用
し
た
典
型
例
で
あ
り
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
が
実
現
し
た
品
格
あ

る
形
式
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
が
木
に
与
え
た
芸
術
的
価
値
に
ふ
さ
わ
し

い
。

訳
注

（
１
） 

パ
ッ
ツ
ィ
家
礼
拝
堂
は
一
四
二
九
年
起
工
。
完
成
年
に
諸
説
が
あ
る
。
ブ
ル
ネ
レ

ス
キ
は
一
四
三
一
年
、
ク
レ
モ
ナ
に
近
い
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
宮
廷
に
招
か
れ
、
ポ
ー

川
の
治
水
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
２
） 

三
○
面
の
扉
の
額
縁
と
画
面
に
つ
い
て
触
れ
た
前
号
（
二
六
号
）
末
尾
を
受
け
て
、

黄
金
比
と
の
関
係
が
以
下
に
論
じ
ら
れ
る
。

（
３
） 
こ
れ
は
、
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
の
連
続
す
る
項
を
縦
横
比
と
す
る
長
方
形
で
あ
る
。

フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
と
は
、 具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
な
る
。（, （, （, （, （, 8, （（, （（, 

（4, （（ 

… 
フ
ィ
ボ
ナ
ッ
チ
数
列
の
連
続
す
る
項
の
比
は
、　　
　
　
　
　
　
　

  　

（─（
,

,
（─（ ,

（─（
,

8─（
,   （（─   8

  （（─  （（
  （4─  （（

  （（─  （4
,

,
,

（─（
,
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…
と
な
る
が
、
こ
の
比
は
黄
金
比
に
近
づ
い
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
完
全
に
黄
金

比
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
黄
金
比
の
長
方
形
を
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き

る
。（
こ
の
項
は
大
谷
正
幸
氏
に
よ
る
）

（
４
） 

両
開
き
の
扉
の
モ
チ
ー
フ
を
画
面
に
導
入
し
た
の
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
が
最
初
で
は

な
い
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
聖
堂
の
ミ
サ
聖
具
室
の
タ
ル
シ
ア
画
（
ア
ン
ト
ニ
オ
・

マ
ネ
ッ
テ
ィ
、
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
マ
イ
ア
ー
ノ
ほ
か
、
一
四
三
六
～
六
五

頃
）
以
来
、
近
く
は
モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
コ
ー
ロ
（
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
、

一
四
六
一
～
六
五
頃
）
な
ど
イ
タ
リ
ア
各
地
の
作
品
に
頻
出
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
視
覚
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
破
る
だ
け
で
な

く
、
画
中
の
木
の
扉
を
木
画
で
あ
ら
わ
す
こ
と
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
タ
ル
シ
ア
は

さ
ら
に
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
こ

の
場
合
の
よ
う
に
木
を
木
で
あ
ら
わ
す
こ
と
を
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（
同
語
反
復
）
と

し
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
５
） 

プ
エ
ラ
ー
リ
の
当
時
、
左
棹
上
段
左
端
の
タ
ル
シ
ア
画
は
欠
損
し
て
い
た
が
、
近

年
修
復
家
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
カ
ヌ
ー
テ
ィ
が
欠
損
部
に「
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
」（
ク

レ
モ
ナ
の
守
護
聖
人
）
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
摸
作
を
入
れ
た
）。
な
お
ア
ル
マ

デ
ィ
オ
の
右
側
面
の
街
景
画
も
カ
ヌ
ー
テ
ィ
が
修
復
時
に
発
見
し
た
も
の
で
あ
り

（
図
１
左
上
端
）、
こ
の
と
き
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
扉
の
か
ぎ
穴
も
当
初
の
も
の
で
は

な
い
と
判
断
さ
れ
て
埋
め
戻
さ
れ
た
。M

.Lucco (a cura di), （009

参
照
。

（
６
） 

旧
聖
具
室
の
復
元
（
二
五
号
の
図
２
参
照
）
と
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
設
置
状
況
に
関

す
る
プ
エ
ラ
ー
リ
の
仮
説
は
今
日
否
定
さ
れ
て
い
る
。M

.Lucco, op.cit.

　

　

ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
二
）
コ
ー
ロ
の
黄
金
比
構
成
と
透
視
画
に
よ
る
内
的
統
一

　

コ
ー
ロ
の
平
面
図
（
図
４

（
（
（

）
を
見
る
と
、
ア
プ
ス
と
そ
れ
に
接
す
る
梁カ

ン
パ
ー
タ間は

わ

ず
か
に
右
に
ゆ
が
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
コ
ー
ロ[

聖
職
者
祈
祷
席]

は
こ
の
ゆ

が
み
を
少
し
強
調
し
て
写
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
は
美
的
理
由
に

も
と
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ー
ロ
に
反
映
さ
れ
た
右
へ
の
歪
み
を
視
覚
的

に
補
正
す
る
た
め
に
、
個
々
の
祈
祷
席
の
間
隔
を
調
整
し
、
地
の
明
暗
を
異
に
す

る
タ
ル
シ
ア
画
を
離
間
あ
る
い
は
接
近
さ
せ
る
と
い
う
工
夫
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
が
、
コ
ー
ロ
の
歪
み
を
是
正
し
て
透
視
遠
近
法
的
な
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
し

た
作
者
の
動
機
で
あ
っ
た（

（
（

。

　

後
陣
の
建
築
空
間
の
歪
み
が
コ
ー
ロ
の
平
面
図
に
反
映
さ
れ
た
さ
い
、
ど
の
よ

う
に
そ
れ
が
克
服
さ
れ
た
か
を
模
式
的
に
示
し
た
の
が
図
５
で
あ
り
、
個
々
の
祈

祷
席
の
横
幅
を
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
上
段
の

祈
祷
席
の
横
幅
は
、
最
長
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル[

コ
ー
ロ
の
開
口
部]

か
ら
最
短

六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル[

コ
ー
ロ
奥
の
湾
曲
部]

ま
で
の
差
の
あ
る
こ
と
が
は
っ

き
り
と
わ
か
る
。
コ
ー
ロ
の
右
側
を
見
る
に
、
直
線
部
か
ら
奥
に
進
む
に
つ
れ
て

左
へ
強
く
湾
曲
し
、
そ
の
曲
率
は
左
側
の
場
合
よ
り
も
大
き
く
、
か
つ
、
こ
の
部

分
の
祈
祷
席
の
幅
は
、
対
面
す
る
左
側
の
コ
ー
ロ
の
祈
祷
席
の
幅
よ
り
も
広
く

取
っ
て
あ
る
。
こ
れ
が
、
コ
ー
ロ
全
体
の
中
心
軸
に
対
す
る
湾
曲
の
誤
差
を
視
覚

的
に
補
正
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
。
事
実
、
左
側
の
コ
ー
ロ
で
は
個
々
の
祈
祷
席
の

横
幅
は
狭
く
、
間
隔
を
詰
め
て
い
る
。
次
に
、
上
段
の
祈
祷
席
と
下
段
の
祈
祷
席

は
左
右
対
称
に
配
列
さ
れ
て
い
な
い
。
立
面
と
し
て
こ
れ
を
見
る
と
、
祈
祷
席
を

上
下
二
段
に
重
ね
た
コ
ー
ロ
の
躯
体
に
［
上
へ
の
］
導
線
を
勘
案
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る（

（
（

。
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開
口
部
の
八
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅
の
祈
祷
席
と
七
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
幅

の
祈
祷
席
は
ア
ー
チ
の
起
拱
部
に
相
当
し
、
一
番
奥
の
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

幅
の
祈
祷
席
は
ア
ー
チ
の
頂
点
で
あ
る
。
透
視
遠
近
法
の
視
覚
作
用
を
逆
手
に

取
っ
て
歪
ん
だ
コ
ー
ロ
を
補
正
す
る
た
め
に
、
上
段
の
祈
祷
席
の
タ
ル
シ
ア
画
面

が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
（
図
６
）。
す
な
わ
ち
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
場
合
と

同
じ
く
、
黒
い
背
地
の
タ
ル
シ
ア
画
と
明
る
い
背
景
の
タ
ル
シ
ア
画
が
し
か
る
べ

く
交
互
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
対
面
す
る
向
か
い
側
の
祈
祷
席
の
タ

ル
シ
ア
画
面
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
歪
ん
だ
コ
ー
ロ
を
あ
る
べ
き

は
ず
の
左
右
相
称
形
と
し
て
見
せ
か
け
る
の
は
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
作
用
で
あ
る
。

　

背
地
が
黒
い
か
、
あ
る
い
は
、
上
下
に
二
分
さ
れ
た
構
成
で
あ
る
か
否
か
に
着

目
し
て
タ
ル
シ
ア
画
面
の
配
列
を
見
る
と
、
上
段
の
祈
祷
席
の
水
平
ラ
イ
ン
に

沿
っ
て
等
間
隔
に
並
べ
ら
れ
た
タ
ル
シ
ア
画
面
の
全
体
を
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

展
開
す
る
色
面
構
成
の
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
４
参
考

図
）。
コ
ー
ロ
の
湾
曲
に
対
応
し
て
タ
ル
シ
ア
画
面
が
担
う
べ
き
役
割
が
決
め
ら

れ
、そ
れ
に
応
じ
て
同
じ
視
点
が
決
め
ら
れ
る
。ア
プ
ス
の
歪
み
を
反
映
し
た
コ
ー

ロ
の
歪
み
を
目
の
錯
覚
に
よ
っ
て
補
正
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
タ

ル
シ
ア
画
面
の
配
列
で
あ
る
。

　

タ
ル
シ
ア
画
の
色
面
構
成
に
以
下
の
四
種
類
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　

一
、
明
る
い
背
景
に
よ
る
単
一
の
画
面
構
成

　

二
、
黒
い
背
地
に
よ
る
単
一
の
画
面
構
成

　

三
、
上
下
二
分
割
し
た
画
面
の
上
下
と
も
黒
の
背
地
と
す
る
構
成

　

四
、 

上
下
二
分
割
し
た
画
面
で
、
一
方
を
黒
の
背
地
に
、
他
方
を
明
る
い
背
景

と
す
る
構
成

　

さ
て
、
上
下
二
分
割
の
構
成
の
う
ち
四
で
は
、
明
る
い
背
景
は
常
に
下
に
来
る

が
、
そ
れ
は
、
画
面
の
上
端
を
限
る
額
縁
の
直
下
に
「
虚
」
の
、
黒
い
背
地
の
図

を
置
く
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
コ
ー
ロ
の
直
線
部
の
タ
ル
シ
ア
画
面
は

配
列
さ
れ
、
以
後
順
次
、
湾
曲
部
に
移
る
が
、
タ
ル
シ
ア
画
面
の
組
み
合
わ
せ
の

基
準
は
単
純
で
あ
っ
て
、
三
画
面
一
セ
ッ
ト
に
対
し
て
、
そ
れ
と
対
照
的
な
も
う

ひ
と
つ
の
一
セ
ッ
ト
を
コ
ー
ロ
の
向
か
い
側
に
置
く
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
て
い

る
。
タ
ル
シ
ア
画
の
全
体
的
配
列
の
最
小
単
位
は
こ
う
し
た
一
セ
ッ
ト
三
画
面
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
三
画
面
を
一
セ
ッ
ト
と
す
る
か
は
―
―
直
線
部
で
あ
れ
湾
曲

部
で
あ
れ
―
―
対
面
す
る
三
画
面
と
の
対
照
を
念
頭
に
置
い
て
決
め
ら
れ
て
い

る
。

　

コ
ー
ロ
の
直
線
部
で
は
正
面
に
向
か
い
合
う
三
画
面
一
セ
ッ
ト
の
照
応
は
揺
る

ぎ
な
い
が
、
湾
曲
部
で
は
そ
れ
が
揺
ら
ぐ
。
ア
ー
チ
の
頂
点
［
正
面
奥
］
に
位
置

す
る
明
る
い
背
景
の
三
画
面
一
セ
ッ
ト
は
、
か
つ
て
は
コ
ー
ロ
の
入
り
口
［
現
失
］

と
呼
応
し
て
い
た
。
図
６
で
は
、
対
面
す
る
三
画
面
一
セ
ッ
ト
は
頂
点
を
共
有
す

る
二
つ
の
三
角
形
の
底
辺
と
し
て
示
し
て
あ
る
。
黒
い
背
地
か
、
あ
る
い
は
明
る

い
背
景
か
の
違
い
を
基
準
に
し
て
、
左
右
両
側
の
直
線
部
か
ら
ｄ
ま
で
の
区
画
の

タ
ル
シ
ア
画
を
観
察
す
る
と
、
対
面
す
る
三
画
面
一
セ
ッ
ト
の
ペ
ア
か
ら
な
る
全

六
画
面
の
中
に
、
三
種
類
の
類
似
の
構
成
パ
タ
ー
ン
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
の
二
つ
の
ペ
ア
は
同
じ
構
成
パ
タ
ー
ン
と
し
て
対
面
し
、

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
残
り
の
一
つ
の
ペ
ア
は
お
互
い
に
異
な
る
構
成
パ
タ
ー
ン

の
ま
ま
に
対
面
し
て
い
る
。
図
６
の
ａ
で
言
え
ば
、
対
面
す
る
三
画
面
一
セ
ッ
ト

の
ペ
ア
の
な
か
に
背
景
の
明
る
い
画
面
が
三
つ
あ
り
、
二
面
は
［
真
正
面
に
］
対

面
す
る
が
、
残
る
一
面
が
対
面
す
る
の
は
、
上
下
二
分
割
し
て
上
を
背
地
黒
、
下

を
明
る
い
背
景
と
す
る
画
面
で
あ
る
。［
ア
ー
チ
を
閉
じ
る
］
ｆ
と
ｇ
で
は
色
彩
の
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コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
明
快
で
あ
り
、
同
じ
構
成
パ
タ
ー
ン
の
ペ
ア
が
二
組
［
ｆ
］、

異
な
る
構
成
パ
タ
ー
ン
の
ペ
ア
が
一
組
［
ｇ
］
あ
る（

4
（

。

　

こ
う
し
て
コ
ー
ロ
の
透
視
遠
近
法
の
焦
点
で
あ
る
h
に
至
り
、
背
景
の
明
る
い

三
つ
組
の
タ
ル
シ
ア
画
面
は
［
そ
れ
を
は
さ
む
］
左
右
の
タ
ル
シ
ア
画
面
、
す
な

わ
ち
背
地
黒
の
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
受
胎
告
知
の
聖
母
の
二
面
と
の
間
に
強
い

対
比
を
つ
く
っ
て
い
る
。色
彩
の
明
暗
は
、イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ア
ー

チ
つ
き
の
四
角
形
の
窓
、
な
い
し
ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ
の
扉
つ
き
の
窓
と
い
っ
た

建
築
モ
チ
ー
フ
で
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。

　

背
地
を
黒
と
す
る
聖
人
像
は
ど
れ
も
が
、
タ
ル
シ
ア
画
全
体
の
配
列
と
緊
密
に

結
び
つ
い
て
要
所
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
確
認
す
る
に
は
コ
ー
ロ
の
平
面

図
に
引
い
た
二
本
の
対
角
線
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
（
図
７
）。
そ
の
一

本
は
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
と
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
を
結
ぶ
対
角
線
［
ｄ
─
ｇ
］
で
あ
り
、

も
う
一
本
は
聖
イ
メ
ー
リ
オ
と
聖
母
を
結
ぶ
対
角
線
［
ａ
─
ｆ
］
で
あ
る
。
大
天

使
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
聖
母
の
二
点
か
ら
聖
イ
メ
ー
リ
オ
と
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
を
結
ぶ
垂

線
［
ｇ
─
ｂ
と
ｆ
─
ｃ
］
を
引
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
垂
線
を
一
辺
と
す
る
二
つ
の
直

角
三
角
形
［
ｇ
─
ｂ
─
ｄ 

と 

ｆ
─
ｃ
─
ａ
］
が
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
三
角
形
の
底

辺
［
ｇ
─
ｂ 

と 

ｆ
─
ｃ
］
は
長
方
形
の
中
に
「
通コ

リ
ド
イ
オ廊

」
を
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
黄

金
比
が
現
れ
る（

（
（

。

　

事
実
、
コ
ー
ロ
を
包
摂
す
る
大
四
角
形
の
短
辺
ａ
─
ｄ
の
黄
金
比
の
起
点
［
ａ

と
ｄ
］
か
ら
長
辺
ａ
─
ｅ
に
向
け
て
線
分
ａ
─
ｃ
と
ｂ
─
ｄ
を
垂
直
に
起
こ
す
と
、

縦
の
「
通
廊
」
と
直
交
す
る
水
平
の
通
廊
が
得
ら
れ
る
。
縦
の
「
通
廊
」
は
コ
ー

ロ
湾
曲
部
の
頂
点
［
の
三
画
面
］
を
含
み
込
む
と
と
も
に
、
コ
ー
ロ
の
入
り
口
―

―
一
五
三
八
年
の
支
払
い
記
録
に
見
え
る
「
前
述
の
コ
ー
ロ
の
門
扉
」
―
―
の
寸

法
［
幅
］
を
決
め
る
。
こ
の
入
り
口
か
ら
、
等
し
く
ア
ー
チ
を
冠
し
た
窓
に
枠
取

り
さ
れ
た
風
景
と
聖
人
を
描
い
た
正
面
奥
の
タ
ル
シ
ア
五
場
面
が
見
通
せ
た
が
、

コ
ー
ロ
開
口
部
の
あ
い
向
か
い
あ
う
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
と
聖
イ
メ
ー
リ
オ
を
縁
取
る

枠
も
ま
た
ア
ー
チ
つ
き
で
あ
り
、
五
場
面
の
ア
ー
チ
の
リ
ズ
ム
が
こ
こ
に
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
黄
金
比
は
上
下
二
段
の
祈
祷
席
の
奥
行
き
幅
（
ｘ
）
を

決
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
黄
金
比
を
な
す
長
方
形
ａ
ｃ
ｆ
ｅ
の
対
角
線
の
七
等
分

か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

訳
注

（
１
） 

図
４
は
一
四
八
九
年
に
完
成
し
た
当
初
の
コ
ー
ロ
の
状
態
の
復
元
図
で
あ
り
、
後

陣
の
壁
面
に
沿
っ
て
設
置
さ
れ
た
今
日
の
状
態
と
は
異
な
る
。

（
２
） 

プ
エ
ラ
ー
リ
は
二
六
号
の
最
初
で
も
こ
の
工
夫
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
（
一
八
七

～
八
八
頁
）、
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
二
）
は
そ
れ
を
立
証
す
る
パ
ー
ト
で
あ
る
。

（
３
） 

コ
ー
ロ
の
立
面
が
外
陣
天
井
の
形
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
か
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
こ
れ
に
つ
い
て
確
認
で
き
な
い
。

（
５
） 

作
図
し
て
求
め
る
と
、
長
方
形
ａ
ｃ
ｆ
ｅ
は
３
・
５
・
６
・
０
く
ら
い
の
縦
横
比
の

長
方
形
に
な
る
。

　　

 

√ （.（
（ 

＋6
（

＝6.9（  

そ
の
比
は 6/（.（

＝（.7（4

と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
黄
金
比

Φ

＝(（

＋
√（)/（≒

（.6（8

よ
り
も
若
干
大
き
い
気
が
す
る
が
、近
い
値
で
は
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
対
角
線
の
七
等
分
」
を
単
位
と
し
て
設
計
す
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
疑
問
で
あ
る
。（
こ
の
項
大
谷
正
幸
氏

に
よ
る
）

五  浦  論  叢  第  27  号
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解 

説  

プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア
論
が
今
日
意
味
す
る
も
の

　

今
回
取
り
上
げ
た
二
編
の
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
附
論
）
を
も
っ
て
プ
エ
ラ
ー
リ

（
一
九
〇
七 
─
一
九
八
八
）
の
論
文
「
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
（
一
四
七
七  

─
一
四
九
○
）」
の
翻
訳
を
終
え
る
。
い
ず
れ
の
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
と
も
短
編
で

は
あ
る
が
、
か
つ
て
「
透
視
画
」
と
呼
ば
れ
た
タ
ル
シ
ア
画
（
木
画
）
の
美
的
構

造
を
分
析
し
た
本
編
（
本
誌
二
五
号
、
二
六
号
）
で
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
黄
金

比
に
よ
る
構
成
と
視
覚
的
効
果
な
い
し
視
覚
補
正
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。

　

著
者
が
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
作
品
に
追
認
し
た
黄
金
比
構
成
は
、
現
場
の
状
況
を

見
越
し
て
そ
れ
に
視
覚
補
正
を
試
み
た
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
構
想
と
の
間
に
、
ど
ん

な
関
係
に
あ
る
の
か
。
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
事
実

を
も
と
に
本
編
を
読
み
直
す
と
、
本
編
と
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
関
連
が
整
理
し
て

理
解
で
き
、
そ
こ
に
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
作
品
を
介
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
的
感
性

が
生
き
い
き
と
よ
み
が
え
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
編
と
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
は
浩
瀚

な
元
本
（
日
本
語
訳
の
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
を
掲
載
し
た
『
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
』
誌

と
同
じ
一
九
六
七
年
ク
レ
モ
ナ
で
出
版
さ
れ
た
同
題
の
大
著
）
の
別
々
の
箇
所
か

ら
採
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
を
一
続
き
の
内
容
と
し
て
理

解
す
る
の
は
た
や
す
く
な
い
。
そ
こ
で
今
一
度
本
編
を
振
り
返
っ
て
ア
ペ
ン
デ
ィ

ク
ス
と
の
論
点
の
つ
な
が
り
を
確
認
し
た
上
で
、
プ
エ
ラ
ー
リ
の
論
文
が
全
体
と

し
て
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
意
味
す
る
も
の
を
検
討
す
る
。

　
　

一 　

近
代
的
芸
術
観
を
見
直
す
美
学
者

　

プ
エ
ラ
ー
リ
は
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ほ
か
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
、
フ

ラ
ン
ス
の
美
学
と
芸
術
思
潮
に
同
調
し
つ
つ
、
木
素
材
と
絵
画
表
現
と
の
は
ざ
ま

に
成
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
画
を
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
絵
画
的
・

図
像
学
的
分
析
の
み
に
還
元
で
き
な
い
タ
ル
シ
ア
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
。

　

プ
エ
ラ
ー
リ
が
着
目
し
た
の
は
二
五
号
の
テ
キ
ス
ト
に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
ド

イ
ツ
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
ア
ン
リ
・
フ
ォ

シ
ヨ
ン
が
「
精
神
が
手
を
つ
く
り
、
手
が
精
神
を
形
成
す
る
」（「
手
に
捧
げ
る
」

（9（9

）
と
、
ま
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
構
想
が
制
作
に
先
立
つ
こ
と
は
あ

り
え
な
い
」（『
意
味
と
無
意
味
』、（948

）
と
書
い
て
い
た
。
作
家
の
手
技
の
内

に
分
け
入
り
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
据
え
て
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
美
学
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
美
学
思
想
へ
の
ま
な
ざ
し
に
も
、
プ
エ
ラ
ー

リ
は
深
く
共
鳴
す
る
も
の
を
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
人

び
と
が
理
念
的
に
語
っ
た
こ
と
を
作
品
論
と
し
て
具
体
化
し
血
肉
化
し
た
の
は
、

プ
エ
ラ
ー
リ
そ
の
人
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
や
ガ
リ
レ
オ
が
絵
画
モ
ド
キ
と
し
て
以
上
に
評
価
し

な
か
っ
た
「
木
の
モ
ザ
イ
ク
」
は
二
〇
世
紀
に
よ
み
が
え
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
プ
エ
ラ
ー
リ
一
人
の
功
績
で
は
な
か
っ
た
。
タ
ル
シ
ア
再
評
価
の
先
鞭
を
つ

け
た
の
は
、
タ
ル
シ
ア
を
独
自
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
め
た
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
コ
・
ア
ル
カ
ン
ジ
ェ
リ
（Arcangeli, （94（

）
で
あ
り
、タ
ル
シ
ア
を
建
築
・

絵
画
・
工
芸
な
ど
諸
芸
術
の
交
点
に
認
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ド
レ
・
シ
ャ
ス
テ

ル
（Chastel,（9（（; 

シ
ャ
ス
テ
ル
、（986

）
だ
っ
た
が
、
タ
ル
シ
ア
の
美
的
価

値
と
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
も
プ
エ
ラ
ー
リ
が
最
初
の
人
だ
っ
た
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
、
フ
ォ
シ
ヨ
ン
ら
の
美
学
と
共
振
す
る
そ
の
方

法
は
創
作
の
現
場
と
芸
術
作
品
の
美
的
価
値
の
分
析
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
が
、

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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扱
う
対
象
は
絵
画
で
は
な
く
タ
ル
シ
ア
画
（
木
画
）
で
あ
る
か
ら
、
絵
画
と
同
じ

よ
う
に
扱
っ
て
は
独
自
の
構
造
は
把
握
で
き
ず
、
タ
ル
シ
ア
画
を
絵
画
モ
ド
キ
と

し
た
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
的
な
評
価
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
タ
ル
シ
ア
画
は

絵
画
で
は
な
い
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
こ
の
認
識
か
ら
出
発
し
た
。
事
実
、
彼
は
自
律

を
旨
と
す
る
近
代
的
絵
画
観
の
批
判
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
た
（
第
二
五
号
）。

　

特
定
の
時
と
機
会
（
ミ
サ
準
備
あ
る
い
は
祈
祷
の
時
）
に
、特
定
の
場
所
で
（
ミ

サ
準
備
室
、
内
陣
）
使
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
条
件
に
し
て
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
コ
ー

ロ
は
製
作
さ
れ
設
置
さ
れ
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
自
律
し
た

小
宇
宙
（
マ
イ
ク
ロ
コ
ズ
ム
）
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
芸
術
作
品
に
対
し
て
、

タ
ル
シ
ア
の
よ
う
な
生
活
造
形
を「
適
合
美decentia

」な
い
し「
用
の
美
」な
ど
、

近
代
的
芸
術
観
が
受
け
入
れ
る
の
を
は
ば
か
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
用
語
で
ど
の
よ

う
に
説
明
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
構
造
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
芸
術
を
工

芸
の
上
に
置
く
近
代
の
偏
見
を
排
し
て
、
工
芸
独
自
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
プ
エ
ラ
ー
リ
が
立
ち
向
か
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
課
題

で
あ
っ
た
。

　

用
い
ら
れ
た
木
素
材
や
ニ
ス
だ
け
で
な
く
、
ノ
コ
ギ
リ
・
ノ
ミ
・
カ
ン
ナ
・
定
規
・

コ
ン
パ
ス
・
ス
ク
レ
ー
パ
ー
な
ど
道
具
に
ま
で
プ
エ
ラ
ー
リ
が
目
を
向
け
た
の
も
、

タ
ル
シ
ア
が
木
工
芸
で
あ
り
装
飾
の
技
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
だ
糸
ノ
コ
が
な

く
傾
斜
挽
き
の
技
術
も
な
か
っ
た
当
時
、
タ
ル
シ
ア
画
の
ピ
ー
ス
は
五
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
前
後
の
厚
さ
で
（
技
法
が
違
う
か
ら
比
較
す
る
意
味
は
少
な
い
が
、
今
日
の

箱
根
の
木
象
嵌
は
標
準
○
・
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）、い
わ
ば
木
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、

タ
ル
シ
ア
は
木
彫
に
近
い
仕
事
で
あ
り
、
タ
ル
シ
ア
画
独
自
の
表
現
技
法
の
要
因

に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
タ
ル
シ
ア
画
の
仕
上
げ
ニ
ス
は
、
透
明
度
の
高

く
厚
塗
り
さ
れ
る
シ
ェ
ラ
ッ
ク
ニ
ス
な
ど
と
は
違
っ
て
、
ツ
ヤ
を
お
さ
え
て
自
然

の
素
材
美
を
生
か
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
暗
さ
の
な
か
で
見
る
タ
ル
シ
ア
の
画

面
に
は
こ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
（
今
で
も
タ
ル
シ
ア
の
修
復
の
さ
い
に
使
わ
れ
る
の

は
植
物
性
樹
脂
が
基
本
で
あ
る
）。

　
　

二 　

現
場
の
適
合
美

　

見
る
人
は
使
う
人
で
あ
る
。
ミ
サ
用
聖
具
の
出
し
入
れ
の
た
め
に
ア
ル
マ
デ
ィ

オ
の
扉
を
開
け
閉
め
し
、
タ
ル
シ
ア
画
を
背
に
し
て
祈
祷
席
に
す
わ
る
修
道
士
ら

は
背
も
た
れ
や
鏡か

が
み
い
た板を

か
ざ
る
画
面
に
触
れ
、手
で
な
で
ま
わ
し
も
す
る
だ
ろ
う
。

祈
祷
を
終
え
て
席
を
離
れ
れ
ば
、目
に
あ
ら
わ
だ
っ
た
木
の
肌
合
い
（
素
材
表
象
）

は
退
い
て
絵
画
的
表
象
が
せ
り
出
す
。
遠
近
両
様
の
二
重
の
表
象
が
こ
の
よ
う
に

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
意
識
さ
れ
る
の
は
タ
ル
シ
ア
が
木
工
家
具
の
装
飾
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

絵
画
で
は
同
じ
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ（
一
五
一
一 

─
一
五
七
四
）
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
晩
年
の
荒
い
タ
ッ
チ
と
色
斑
に
よ
る
大
胆
な

描
写
は
遠
く
か
ら
眺
め
る
の
が
よ
い
と
勧
め
て
い
る
（
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
「
テ
ィ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
伝
」）。
逆
に
言
え
ば
、
荒
い
筆
さ
ば
き
の
妙
を
見
よ
う
と
す
る
人
は
当
時

ま
だ
絵
画
の
専
門
家
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
タ
ル
シ
ア
画
に
は
そ
の
制
約
が
な

か
っ
た
。

　

し
か
し
タ
ル
シ
ア
画
観
賞
の
ポ
イ
ン
ト
は
遠
近
の
距
離
の
と
り
方
だ
け
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
四
季
の
う
つ
ろ
い
、
一
日
の
太
陽
の
動
き
に
よ
っ
て
も
聖
堂
内
の

タ
ル
シ
ア
は
全
然
違
っ
た
姿
で
あ
ら
わ
れ
る
。
タ
ル
シ
ア
の
美
に
打
た
れ
る
の
は

そ
の
と
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
体
験
が
あ
る
。
真
夏
の
午
後
の
こ
と
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で
あ
っ
た
。
同
僚
の
タ
ル
シ
ア
作
家
と
お
と
ず
れ
た
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
サ
ン
タ
・
マ

リ
ア
・
イ
ン
・
オ
ル
ガ
ノ
教
会
で
私
た
ち
は
フ
ク
ロ
ウ
や
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
創
案
の

幾
何
学
多
面
体
を
精
緻
に
描
い
た
フ
ラ
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
の
作
品
（
一
五
一
九
～

一
五
二
三
）
を
間
近
に
見
て
い
た
。
そ
の
さ
な
か
、
突
然
の
雷
雲
が
夏
空
を
覆
っ

て
今
ま
で
明
る
か
っ
た
聖
具
室
は
夕
方
の
暗
さ
に
な
っ
た
。
見
事
な
木
素
材
の
扱

い
に
驚
い
て
い
た
目
か
ら
、
あ
か
ら
さ
ま
だ
っ
た
素
材
感
が
退
く
に
つ
れ
て
、
タ

ル
シ
ア
の
画
面
空
間
と
現
実
空
間
の
境
界
が
な
く
な
り
、
ひ
と
つ
に
な
っ
た
空

間
─
─
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
的
な
ま
す
目
を
破
っ
て
こ
ち
ら
側
に
せ
り
出
す
擬
似
空

間
（
本
文
一
〇
三
頁
下
段
参
照)
─
─
に
私
た
ち
は
包
み
こ
ま
れ
た
。
薄
明
の
空

間
の
な
か
で
こ
そ
タ
ル
シ
ア
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
生
き
る
こ
と
を
知
っ
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。
私
た
ち
が
そ
こ
で
認
め
た
の
は
素
材
で
も
描
か
れ
た
画
像
で
も
な
い
。

そ
の
両
方
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
第
三
の
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
ら
く
疑
似
空
間

に
私
た
ち
は
包
ま
れ
た
の
だ
。

　

も
う
一
つ
類
例
を
挙
げ
た
い
。
ウ
ル
ビ
ー
ノ
に
タ
ル
シ
ア
の
最
高
峰
と
さ
れ
る

作
品
が
あ
る
。
文
人
武
将
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
・
ダ
・
モ

ン
テ
フ
ェ
ル
ト
ロ
の
ス
ト
デ
ィ
オ
ー
ロ
（
小
書
斎
。
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
マ
イ

ア
ー
ノ
作
か
、
一
四
七
三
～
一
四
七
六
）
で
あ
る
。
四
壁
に
タ
ル
シ
ア
画
を
し
つ

ら
え
、
公
務
を
終
え
た
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
の
瞑
想
と
礼
拝
の
、
あ
る
い
は
親
密
な
友

と
の
会
話
の
た
め
の
理
想
の
空
間
を
整
え
て
い
る
。
人
文
主
義
文
化
と
施
主
の
軍

事
的
事
績
を
象
徴
す
る
器
物
と
武
具
甲
冑
と
な
ら
ん
で
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
風
の

枢
要
徳
の
女
性
擬
人
像
が
い
る
。
扉
を
閉
じ
て
か
ぼ
そ
い
ラ
ン
プ
の
光
に
あ
わ
く

照
ら
さ
れ
た
ス
ト
ゥ
デ
ィ
オ
ー
ロ
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
木
の
肌
合
い
は
暗
が
り

の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
、
こ
こ
で
も
タ
ル
シ
ア
画
の
神
秘
の
空
間
は
フ
ェ
デ
リ
ー

コ
を
包
み
込
む
だ
ろ
う
。

　

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
修
辞
学
者
だ
っ
た
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ

ラ
ツ
ィ
オ
は
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
タ
ル
シ
ア
を
批
評
し
て
同
じ

よ
う
な
体
験
を
語
り
、
プ
エ
ラ
ー
リ
も
コ
ラ
ツ
ィ
オ
を
読
ん
で
い
た
形
跡
が
あ
る

か
ら
、現
場
体
験
は
二
編
の
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
を
読
む
さ
い
に
も
き
っ
と
役
立
つ
。

タ
ル
シ
ア
は
現
場
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　　
　

三 　

ク
レ
モ
ナ
の
美
術
史
家

　

図
像
と
表
現
形
式
の
分
析
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
は
タ
ル
シ
ア
画
を
そ
の
現
場
で

生
け
捕
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
プ
エ
ラ
ー
リ
が
試
み
た
の
は
、
メ

ジ
ャ
ー
・
ア
ー
ト
を
対
象
に
し
た
旧
来
の
様
式
論
（
狭
義
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
）

で
は
と
ら
え
切
れ
な
か
っ
た
タ
ル
シ
ア
独
自
の
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ

た
。

　

彼
が
生
ま
れ
育
っ
た
ク
レ
モ
ナ
は
ア
マ
ー
テ
ィ
や
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
を
は
じ
め

と
す
る
バ
イ
オ
リ
ン
の
世
界
的
マ
エ
ス
ト
ロ
を
生
ん
だ
街
で
あ
り
、
自
身
が
書
い

て
い
る
よ
う
に
タ
ル
シ
ア
と
バ
イ
オ
リ
ン
は
素
材
と
装
飾
の
技
を
共
有
し
て
い

た
。
こ
の
地
の
利
を
生
か
す
か
否
か
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
が
職
人
の
理
解

と
賛
同
を
得
ら
れ
る
か
の
分
か
れ
目
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
郷
土
の
タ
ル
シ
ア
職
人

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
一
人
に
限
っ
た
論
文
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
汲
み
と
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
知
識
を
タ
ル
シ
ア
鑑
賞
の
手
引
き
と
す
る
に
は
職
人
技
へ
の
理
解
を
欠
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

　

職
人
に
か
か
る
史
料
の
翻
刻
と
し
て
特
記
さ
れ
る
の
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
師
匠

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
に
か
か
る
モ
デ
ナ
大
聖
堂

の
史
料
―
―
コ
ー
ロ
の
構
造
材
と
タ
ル
シ
ア
用
の
樹
種
、
ニ
ス
と
膠
の
原
料
、
木

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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材
調
達
に
か
か
る
実
費
の
申
告
―
―
で
あ
り
（
二
五
号
原
註
５
）、
同
じ
ダ
・
レ

ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
パ
ド
ヴ
ァ
の
コ
ー
ロ
製
作
に
か
か
る
膨
大
な
史
料
に
次

ぐ
価
値
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
プ
エ
ラ
ー
リ
は
史
料
に
も
と
づ
き
職
人
に
た
ず
ね
て
技
法
と
素
材
に

着
目
す
る
美
術
史
家
で
あ
り
、
次
に
彼
が
試
み
た
の
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
原
画
を

提
供
し
た
と
思
わ
れ
る
ク
レ
モ
ナ
の
画
派
の
特
定
で
あ
っ
た
。ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー

ラ
兄
弟
と
、
兄
弟
を
介
し
て
の
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
ヴ
ェ
ネ
ト

絵
画
の
系
脈
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
プ
エ
ラ
ー
リ
と
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
美
術

史
家
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ン
ギ
と
の
間
に
密
接
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
本

稿
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
ロ
ン
ギ
を
編
集
主
幹
と
す
る
『
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
』
誌
で
あ
っ

た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
先
立
つ
数
年
前
、
美
術
史
家
プ
エ
ラ
ー
リ
は
一
九
六
○ 

─ 

六
一
年
度

ク
レ
モ
ナ
に
あ
っ
た
パ
ル
マ
大
学
音
楽
古
文
書
学
科
で
「
現
代
美
学
と
現
代
美
術

批
評
史
概
説
」
と
題
し
た
講
義
を
担
当
し
て
い
る
（
末
尾
の
追
録
参
照
）。

　
「
概
説
」で
は
内
外
の
美
学
者
、美
術
史
家
ら
三
〇
余
名
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、

な
か
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
が
イ
タ
リ
ア
の
芸
術
的
価
値
を
重
視
す
る
直
観

主
義
の
美
学
者
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
先
験
的
現
象
学
者
バ
ン
フ
ィ
、
カ
ン
ト
主
義
美
学

を
現
象
学
に
導
い
た
ド
イ
ツ
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
お
よ
び
こ
れ
に
続
く
美
学
者
マ
ッ

ク
ス
・
デ
ッ
ソ
ワ
ー
ル
、
エ
ミ
ー
ル
・
ウ
ー
テ
ィ
ッ
ツ
、
そ
し
て
純
粋
視
覚
の
形

式
主
義
者
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
リ
ー
グ
ル
、
イ
タ
リ
ア
の
美
術
史
学
を
確
立
し
た
カ

ヴ
ァ
ル
カ
セ
ッ
レ
、
モ
レ
ッ
リ
、
ア
ド
ル
フ
ォ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
、
ベ
レ
ン
ソ

ン
で
あ
り
、
近
く
は
プ
エ
ラ
ー
リ
が
ロ
ー
マ
大
学
で
つ
い
た
中
世
美
術
史
の
ピ
エ

ト
ロ
・
ト
エ
ス
カ
、
そ
し
て
と
く
に
学
術
的
交
流
を
交
わ
し
た
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ン

ギ
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る
。

　

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
を
論
じ
る
テ
キ
ス
ト
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
ロ
ン
ギ

以
外
の
名
前
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
講
義
録
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
ク
ロ
ー
チ
ェ

の
ほ
か
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
代
表
さ
れ
る
形
式
主
義
美
術
史
と
現
象
学
の
色
濃
い

フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
『
形
の
生
命
』（「
手
に
捧
げ
る
」
を
含
む
）、
工
芸
の
機
能
と
素

材
を
早
く
に
論
じ
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ゼ
ン
パ
ー
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

学
者
ら
に
対
し
て
思
い
切
り
よ
く
評
価
の
軽
重
を
示
し
た
姿
勢
の
う
ち
に
、
受
講

生
に
対
し
て
「
現
代
」
を
照
ら
し
時
代
を
拓
く
芸
術
思
潮
が
何
で
あ
る
か
を
示
す

こ
と
が
方
針
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
独
自
の
タ
ル
シ
ア
論
を
書

く
に
あ
た
っ
て
プ
エ
ラ
ー
リ
が
求
め
て
い
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

　
　

四　

 

透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ

　

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
時
代
に
タ
ル
シ
ア
職
人
は
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ

m
aetri di prospettiva

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
透
視
遠
近
法
の
発
明
者
と
さ
れ

る
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
や
理
論
家
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
透
視
画
に
情

熱
を
注
い
だ
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
や
透
視
画
の
理
論
書
を
書
い
た
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
カ
や
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
こ
そ
こ
の
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
画

家
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
た
ち
は
彼
ら
画
家
で
は

な
く
タ
ル
シ
ア
の
職
人
を
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
（
も

ち
ろ
ん
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
マ
イ
ア
ー
ノ
の
よ
う
な
タ
ル
シ
ア
の
名
手
が
建

築
家
で
あ
っ
た
事
実
も
あ
る
が
、
個
別
事
例
は
問
わ
な
い
で
お
こ
う
）。
タ
ル
シ

ア
職
人
に
し
て
よ
く
ぞ
外
界
の
事
物
を
一
望
の
も
と
に
再
現
で
き
る
透
視
画
を
！

と
い
う
新
鮮
な
驚
き
が
こ
こ
に
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
タ
ル
シ
ア
画
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発
祥
の
現
場
で
あ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
聖
堂
の
ミ
サ
聖
具
室
に
入
る
と
、
当
時
の

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
た
ち
が
抱
い
た
賛
嘆
の
感
情
が
よ
く
わ
か
る
。
聖
具
戸
棚
と

そ
こ
に
保
管
さ
れ
た
聖
具
（
聖
杯
、
聖
書
、
ロ
ウ
ソ
ク
な
ど
）
を
あ
ら
わ
し
た
タ

ル
シ
ア
画
は
、
こ
ち
ら
か
ら
手
を
の
ば
せ
ば
実
際
に
つ
か
み
取
れ
そ
う
だ
。
そ
の

迫
真
性
は
デ
ッ
サ
ン
の
修
養
を
積
ん
だ
今
日
の
画
学
生
の
目
も
欺
く
。

　

古
代
ロ
ー
マ
以
来
中
世
を
通
じ
て
工
芸
は
絵
画
よ
り
も
社
会
的
に
低
い
職
能
と

見
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
弁
論
術
や
自
由
学
芸
と
の
比
較
に
お
い
て
な
さ
れ
た

ジ
ャ
ン
ル
の
序
列
に
す
ぎ
ず
、
木
材
を
欠
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
は
あ
り
え
な

か
っ
た
。

　

レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
一
四
〇
四 

─
一
四
七
二
）
は

『
建
築
論
』（Alberti,（48（

）
の
な
か
で
橋
梁
か
ら
宮
殿
、
城
塞
な
ど
の
構
造
材

の
類
別
か
ら
調
達
法
だ
け
で
な
く
、
樹
木
の
植
生
か
ら
伐
採
方
法
、
さ
ま
ざ
ま
な

樹
種
の
性
質
を
細
や
か
に
記
述
し
、
自
身
の
建
築
施
工
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
記
述

を
と
お
し
て
、
建
材
と
し
て
の
木
材
の
重
要
性
を
再
確
認
さ
せ
る
。
そ
し
て
構
造

材
か
ら
天
井
、
床
梁
と
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
至
る
木
材
の
記
述
が
、
石
・
レ
ン
ガ
・

し
っ
く
い
な
ど
建
築
の
躯
体
を
構
成
す
る
用
材
に
か
か
る
章
よ
り
も
前
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
築
に
お
け
る
建
材
と
し
て
の
木

材
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
は
今
日
想
像
す
る
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

　

他
方
、『
建
築
論
』
に
家
具
調
度
が
含
ま
れ
な
い
の
は
職
能
が
違
う
か
ら
で

あ
り
、
旅
行
家
に
し
て
医
師
で
も
あ
っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
年
代
記
作
家
ベ
ネ

デ
ッ
ト
・
デ
イ
（
一
四
一
八
～
一
四
九
二
）
が
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
代
わ
っ
て
当

時
の
木
工
芸
の
盛
況
を
伝
え
て
い
る
。
デ
イ
は
若
い
頃
を
回
想
し
て
「
絵
に
描

い
た
よ
う
に
タ
ル
シ
ア
で
透
視
画prospettive

や
人
物
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が

は
じ
ま
っ
た
時
代
［
一
四
三
○
年
代
］
に
、
私
は
い
た
」
と
記
し
、
一
四
七
○
年

の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ア
ン
ト
ニ

オ
・
マ
ネ
ッ
テ
ィ(

一
四
二
三
～
一
四
九
七)

と
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
ダ
・
マ
イ

ア
ー
ノ
（
一
四
三
二
～
一
四
九
〇
）
以
下
合
計
三
十
三
人
の
タ
ル
シ
ア
職
人
の

名
を
列
記
し
（H

.Sem
per,（87（

に
記
事
抄
録
）、
ま
た
別
の
手
稿
は
一
四
七
三

年
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
八
十
四
の
タ
ル
シ
ア
工
房
が
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る

（Chastel,（9（（ ;Benedetto D
ei,（470ca

）。

　

木
が
人
文
主
義
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
た
当
時
、
発
明
さ
れ
て
間
も
な
い
透
視

遠
近
法
が
タ
ル
シ
ア
に
導
入
さ
れ
て
、
そ
れ
ま
で
特
に
問
い
な
お
す
ま
で
も
な

か
っ
た
絵
画
と
工
芸
の
違
い
が
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
の
呼
称
に
よ
っ
て
微

妙
に
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
。
透
視
遠
近
法
は
中
世
文
化
を
破
る
人
文
主
義
の
世
界

観
の
方
法
で
あ
り
、
神
に
代
わ
る
個
の
視
点
か
ら
世
界
の
森
羅
万
象
を
秩
序
づ
け

る
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
創
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
「
透
視
画
」
は
絵
画
と
工
芸
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
を
横
断
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
タ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
「
も
と
も
と
そ
の
起

源
が
透
視
画
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
透
視
画
は
鋭
角
の
境
界
を
も
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
こ
の
仕
事
で
も
小
片
を
一
緒
に
嵌
め
込
ん
で
そ
の
輪
郭
線
を
つ
く

り
…
」
と
書
い
て
い
た
（
二
五
号
参
照
）。「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
と
い
う
響

き
に
は
、
工
芸
を
マ
イ
ナ
ー
・
ア
ー
ト
と
す
る
近
代
的
価
値
観
に
ま
だ
と
ら
わ
れ

な
い
時
代
の
オ
ー
プ
ン
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　

五　
 

修
辞
学
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
タ
ル
シ
ア
批
評

　

木
工
職
人
に
対
す
る
一
種
晴
れ
や
か
な
感
情
が
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
の

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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呼
称
を
裏
打
ち
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
短
期
間
に
北
イ
タ
リ
ア
に
も
伝
わ

り
、「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
と
い
え
ば
タ
ル
シ
ア
職
人
の
別
名
だ
と
す
る
常

識
が
定
着
し
て
行
っ
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

　

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
（
ロ
レ
ン
ツ
ォ
一
四
二
五
～
一
四
七
七
、
ク
リ
ス

ト
ー
フ
ォ
ロ
一
四
二
六
～
一
四
九
一
）
が
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会

（
イ
ル
・
サ
ン
ト
）
の
コ
ー
ロ
（
一
四
六
二
～
一
四
六
九
）
の
製
作
の
さ
い
に
教

会
と
交
わ
し
た
契
約
書
（
一
四
六
二
年
四
月
）
に
「
透
視
画
の
タ
ル
シ
ア
付
き
の

cum
 tarsiis prospectivis

」
祈
祷
席
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
三
度
も
繰
り
返
さ
れ

（A.Sartori,（98（

に
翻
刻
）、「
透
視
画
」
を
求
め
る
北
イ
タ
リ
ア
の
人
び
と
の

熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
こ
そ
、
史
上
初
の
タ

ル
シ
ア
批
評
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
「
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖

ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
コ
ー
ロ
の
透
視
画
礼
讃
」（
執
筆
一
四
七
五
頃
）
に
取
り
あ

げ
ら
れ
た
タ
ル
シ
ア
作
家
で
あ
っ
た
（C.Savettieri,（998;

上
田（0（7

）。
評

者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
一
四
七
○
年
代
～
八
○
年
代
に
パ
ド
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

活
躍
し
た
修
辞
学
者
に
し
て
法
廷
弁
論
家
で
あ
っ
た
。

　

描
か
れ
て
間
も
な
い
ア
ン
ト
ネ
ッ
ロ
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
の
透
視
画
、
サ
ン

カ
ッ
シ
ア
ー
ノ
の
祭
壇
画
に
驚
い
た
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
パ
ド

ヴ
ァ
に
お
も
む
く
。
タ
ル
シ
ア
作
家
の
透
視
画
は
そ
れ
と
し
て
ア
ン
ト
ネ
ッ
ロ
に

匹
敵
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
確
か
め
に
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
に
お
も
む
い
た

の
だ
か
ら
、
お
定
ま
り
の
パ
ド
ヴ
ァ
の
都
市
讃
美
は
手
短
に
終
え
、
聖
堂
に
直
行

す
る
。
暗
が
り
の
な
か
に
兄
弟
の
透
視
画
を
求
め
て
さ
ぐ
り
あ
て
た
コ
ラ
ツ
ィ
オ

は
、
最
初
、
そ
れ
が
「
す
ぐ
に
は
作
り
物
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
率
直
に

認
め
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
確
認
す
る
た
め
に
画
面
を
な
で
ま
わ
し
、
木
の
肌

合
い
を
確
か
め
る
。
引
き
さ
が
っ
て
も
う
一
度
祈
祷
席
を
眺
め
、
視
点
を
ず
ら
せ

ば
木
の
色
が
動
く
こ
と
に
も
気
づ
く
。
こ
う
し
た
観
察
を
続
け
な
が
ら
彼
は
考
え

る
。「
絵
具
で
描
く
の
も
む
ず
か
し
い
物
を
、あ
な
た
方
は
木
で
表
現
し
ま
し
た
」。

あ
る
い
は
「
あ
な
た
方
が
、
特
性
［
そ
の
も
の
ら
し
さ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
］、
形
、
輪

郭
、
寸
法
な
ど
物
の
本
性
を
、
あ
な
た
方
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
認
識
し
て
い

るintelligere

（intellegere

）
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
物
の
す
べ
て
を
、
ま

さ
し
く
あ
な
た
方
が
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
み
ご
と
に
表
現
し
てfingere

い

ま
す
」
と
書
き
、
対
象
の
認
識
と
表
現
が
タ
ル
シ
ア
画
に
お
い
て
ひ
と
つ
で
あ
る

と
確
信
す
る
。

　

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
コ
ー
ロ
を
見
つ
け
た
と
き
の
驚
き
の
表
現
に

修
辞
学
的
常
套
句
も
誇
張
も
な
い
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
『
絵
画
論
』
以
来
、
初
期

ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
術
批
評
は
修
辞
学
的
批
評
モ
ー
ド
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
て
、
写

生
と
透
視
遠
近
法
を
旨
と
す
る
絵
画
（
物
語
画
）
へ
と
評
価
の
力
点
を
移
し
て

行
っ
た
。
そ
こ
に
は
ま
だ
一
五
○
○
年
代
の
芸
術
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ

マ
テ
ィ
ッ
ク
な
リ
テ
ラ
シ
ー
は
見
ら
れ
ず
、
作
品
を
前
に
し
て
直
截
な
言
葉
で
語

ら
れ
る
手
短
な
評
論
が
独
自
の
魅
力
を
放
っ
て
い
る
。
一
四
七
五
年
頃
の
執
筆
と

さ
れ
る
修
辞
学
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
批
評
は
そ
の
よ
う
な
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
術

批
評
が
独
自
の
世
界
を
手
に
す
る
ま
で
に
成
熟
し
た
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
り
、
絵

画
批
評
な
ら
ぬ
タ
ル
シ
ア
画
批
評
に
結
実
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
か
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
認
め
た
認
識
と
表

現
の
統
一
と
は
、
そ
れ
ま
で
「
物
と
言
葉
」
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
き
た
問
題

群
の
近
代
的
意
味
を
予
兆
し
て
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に

一
度
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
戻
り
、「
物
と
言
葉
」
と
表
裏
を
な
す
「
装
飾
（
的
）」
の

意
味
の
変
化
と
消
長
を
見
て
お
こ
う
。

　
「
物
と
言
葉
」（
キ
ケ
ロ
）
の
あ
る
い
は
「
意
味
さ
れ
る
も
の
と
意
味
す
る
も
の
」

五  浦  論  叢  第  27  号
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（
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
）
の
統
一
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
ら
の
陥
っ
た
テ
ー
マ
と
こ

と
ば
の
乖
離
を
克
服
し
よ
う
と
願
っ
た
古
代
弁
論
家
ら
の
願
い
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
受
け
て
十
五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
者
ら
は
「
物
と
言
葉
」
を
彼

ら
自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
神
と
個
人
の
間
の
問
題
で

も
、
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
形
式
論
理
学
の
問
題
で
も
な
く
、
現
実
の
社
会
─
─
専
制

的
な
都
市
ミ
ラ
ノ
と
対
抗
す
る
共
和
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
─
─
で
人
び
と
に
求
め

ら
れ
る
テ
ー
マ
と
表
現
の
関
係
を
問
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
芸
は
キ

リ
ス
ト
教
的
倫
理
を
内
に
は
ら
み
な
が
ら
新
し
い
価
値
に
目
覚
め
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
て
果
た
さ
れ
た
文
芸
の
理
想
形
を
装
飾(

的)ornato

と
し
た
レ
オ

ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ニ（
一
三
七
○
？ 

〜
一
四
四
四
）は『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
都
市
礼
讃
』

に
お
い
て
は
都
市
の
理
想
形
を
語
っ
て
「
装
飾
（
的
）ornato

」
の
名
の
も
と
に

要
約
し
て
み
せ
た
（L.Bruni,（40（-4

）。

　

文
化
の
理
想
形
が
ど
う
し
て
「
装
飾
（
的
）」
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
近
代
的
美

意
識
で
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
芸
に
限
ら
ず
、
美
術
批
評

と
建
築
論
、
そ
し
て
都
市
景
観
に
至
る
ま
で
、
共
和
制
の
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

現
実
と
文
化
の
理
想
を
語
る
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
お
こ

う
。
そ
の
と
き
装
飾
の
意
味
の
基
層
に
彼
ら
が
感
じ
取
っ
た
の
は
「
物
と
言
葉

res-verba

」
の
統
一
さ
れ
る
べ
き
調
和
の
理
想
で
あ
っ
た
。
古
来
、
言
論
の
テ
ー

マ
と
文
章
の
彫
琢
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
べ
し
と
説
か
れ
た
。
世
俗
世
界
の
あ

ら
ゆ
る
事
柄
を
扱
う
べ
き
文
人
は
神
の
権
威
に
よ
ら
ず
個
人
の
責
任
で
こ
れ
を
実

践
し
よ
う
と
志
す
。「
物
と
言
葉
」
問
題
は
そ
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
、
そ
の
調
和

体
が
装
飾
（
的
）ornato

の
一
語
に
要
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
十
五
世
紀
の
中
葉
前
後
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
文
化
は
ネ
オ
・
プ
ラ
ト

ニ
ス
ム
の
傾
向
を
強
め
、
人
び
と
の
思
索
は
内
面
化
し
は
じ
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

讃
美
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
並
行
し
て
個
人
と
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
＝
神

と
の
間
の
形
而
上
学
的
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た（
マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー

ノ
『
愛
に
つ
い
て
』（
一
四
七
五
、
日
本
語
訳
『
恋
の
形
而
上
学
』））。
そ
の
よ
う

な
思
想
転
回
の
な
か
で
世
紀
後
半
に
は
「
物
と
言
葉
」
に
含
意
さ
れ
て
い
た
調
和

の
理
想
と
し
て
の
装
飾ornato

の
意
義
も
、
世
俗
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
形
而
上

学
的
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
変
質
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ラ

ン
デ
ィ
ー
ノ
が
『
ダ
ン
テ
神
曲
注
解
』（
一
四
八
一
）
の
序
文
で
試
み
た
美
術
批

評
は
そ
の
証
言
で
あ
り
、
彼
は
神
的
霊
魂
―
―
プ
ラ
ト
ン
的
な
美
の
イ
デ
ア
―
―

を
憧
憬
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
装
飾
的
なornato

人
体
表
現
に
ネ
オ
・
プ
ラ
ト

ニ
ス
ム
の
理
想
を
認
め
た
。
装
飾
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
も
は
や
地
上
の
事
柄
で
は

な
く
、
神
を
観
想
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
た
お
や
か
な
女
性
像
（
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

リ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
リ
ッ
ピ
）で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ブ
ル
ー

ニ
的
な
装
飾
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
消
え
去
っ
て
い
る
（
上
田
、（0（8

）。

　
　

六　

 

近
代
的
な
コ
ラ
ツ
ィ
オ　

　

さ
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
文
化
が
こ
の
よ
う
に
転
回
し
て
い
た
と
き
、

ラ
ン
デ
ィ
ー
ノ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
キ
ケ
ロ
ニ
ア
ン
で
あ
る

コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
「
物
と
言
葉
」
を
タ
ル
シ
ア
画
に
場
を
移
し
て
絵
画
的
認
識
と
表

現
の
関
係
と
と
ら
え
な
お
し
て
い
た
の
だ
。
対
象
認
識
と
表
現
の
総
合
を
タ
ル
シ

ア
画
の
虚
構
の
真
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
彼
は
装
飾
と
い
う
用
語
を
使
わ
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
と
は
一
線
を
画
し
、
む
し
ろ
キ

ケ
ロ
を
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
も
）
学
ん
だ
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
批

評
が
近
代
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
批
評
の
よ
う
に
読
め
る
こ
と
と
あ
る
い
は
無
関
係

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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で
は
な
か
ろ
う
。
タ
ル
シ
ア
作
家
の
描
写
力
は
こ
と
ば
（
自
身
の
修
辞
学
）
に
ま

さ
る
と
判
断
し
て
タ
ル
シ
ア
論
を
し
め
く
く
っ
た
の
は
レ
ト
リ
カ
ル
な
讃
辞
で
あ

る
以
上
に
、
近
代
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
批
評
を
予
感
さ
せ
る
早
咲
き
の
感
性
に
由

来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

タ
ル
シ
ア
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
以
後
四
百
年
の
忘
却
の
後
に
日
の
目
を
見
た
。
こ
の

事
実
と
二
○
世
紀
末
に
お
け
る
コ
ラ
ツ
ィ
オ
復
活
（Savettieri,（998

）
は
連
動

し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。
先
に
私
た
ち
が
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
批
評
に
確
認
し

た
の
は
言
葉
の
そ
れ
を
超
え
る
木
画
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
「
物

と
言
葉
」
問
題
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
造
形
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ふ
さ
わ
し
く
言
い
か

え
た
「
認
識
と
表
現
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
認
め
た
。
こ
れ
こ
そ
四
百
年
以
上
後

の
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
や
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
ら
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
た
ち
の

創
作
と
批
評
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
事
実
、
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
た

ち
は
写
実
の
極
ま
っ
た
理
想
を
語
る
と
き
そ
れ
を
「
装
飾
（
的
）décoration, 

décorative

」
と
表
現
し
た
が
、
こ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
装
飾
概
念
か
ら
倫
理
や

象
徴
の
価
値
を
差
し
引
い
て
フ
ォ
ー
マ
ル
な
美
的
価
値
の
み
に
特
化
し
た
表
現
で

あ
り
、
そ
の
限
り
で
か
つ
て
のornato

と
同
根
で
あ
っ
た
（
上
田
、（0（（

）。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
的
「
物
と
言
葉
」
か
ら
近
代
的
な
「
認
識
と
表
現
」
へ
の
展
開
の

最
初
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
い
た
。
そ
し
て
「
物
と
言
葉
」
の
も
う
ひ
と
つ
の
変
奏
が

二
○
世
紀
の
美
術
史
学
を
代
表
す
る
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
認
め
ら
れ
る
の
は
後
の
第

十
節
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
言
注
意
し
て
お
き
た
い
。
プ
エ
ラ
ー
リ
の
み
な
ら
ず
シ
ャ
ス
テ
ル
も

ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ
な
い
し
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
も
っ
て
タ
ル

シ
ア
の
迫
真
の
表
現
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
を
招
く
表
現
で
あ
る
。

二
つ
の
用
語
は
い
ず
れ
も
目
を
あ
ざ
む
く
迫
真
の
表
現
に
つ
い
て
い
う
が
、
タ
ル

シ
ア
画
も
目
を
あ
ざ
む
く
。
し
か
し
タ
ル
シ
ア
の
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
の
真

は
そ
れ
ら
と
は
別
物
で
あ
る
。
た
と
え
ば
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ

は
観
客
を
説
得
さ
せ
よ
う
と
は
す
る
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
に
求
め
ら
れ
て
き
た

人
文
主
義
的
テ
ー
マ
性
を
希
薄
に
し
、
画
家
の
筆
触
も
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
物
質
性
も

積
極
的
な
意
味
を
な
く
す
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
や
今
日

の
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
リ
ズ
ム
も
同
断
で
あ
る
。
芸
術
は
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ

で
は
な
い
。
素
材
が
確
か
な
表
現
で
も
あ
る
タ
ル
シ
ア
画
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
語
ら
ず
し
て
こ
う
教
え
て
い
る
。

　
　

七　

 

黄
金
比
と
装
飾
を
め
ぐ
る
二
編
の
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス

　

さ
て
、コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
評
し
た
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
我
が
プ
ラ
ー
テ
ィ

ナ
の
師
匠
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ

ア
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
発
祥
の
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
の
呼
称
が
意
味
す
る

も
の
を
積
極
的
に
認
め
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
そ

れ
は
、
近
代
に
向
け
て
自
律
の
様
相
を
強
め
は
じ
め
た
絵
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
で
は

な
く
、
他
律
の
工
芸
の
加
飾
の
技
か
ら
生
ま
れ
た
透
視
画
に
つ
い
て
で
あ
り
、
工

芸
が
外
的
条
件
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
実
用
家
具
で
あ
る
か
ら
に

は
、
そ
れ
を
か
ざ
る
透
視
画
も
ま
た
他
律
的
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
事
実

タ
ル
シ
ア
画
が
画
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
原
画
（
絵
画
）
を
敷
き
写
し
、
そ
の
様
式

を
解
体
し
て
木
で
再
構
成
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
、
タ
ル
シ
ア
画
の

他
律
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
一
度
タ
ル
シ
ア
画
と
し
て
完
成
し
て
自
律

し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
れ
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
コ
ー
ロ
の
構
造
に
制
約
さ
れ
つ

つ
そ
れ
ら
を
美
し
く
飾
っ
て
返
す
。
こ
の
よ
う
な
次
元
を
越
境
し
て
往
還
す
る
描

五  浦  論  叢  第  27  号
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写
と
装
飾
の
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
プ
エ
ラ
ー
リ
の
本
編
（
二
五
号
、
二
六
号
）

の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
黄
金
比
構
成
を
め
ぐ
っ
て
も
ま
た
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

七 

─
一 
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
一
）
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
黄
金
比
構
成

　

絵
画
の
黄
金
比
は
描
画
（
デ
ッ
サ
ン
）
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
る
が
、

実
用
の
家
具
で
あ
る
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
図
１
）
で
は
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ

分
析
さ
れ
た
か
。

　

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
一
四
七
七
～
一
四
七
九
）
を
構
成
す
る
三

○
の
扉
は
そ
れ
ら
を
含
む
正
面
の
四
角
形
の
黄
金
比
か
ら
割
り
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
黄
金
比
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
美
的
構
造
を
律
す
る
が
、

し
か
し
個
々
の
扉
を
一
方
的
に
規
制
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
扉
の
額

縁
は
現
実
の
光
―
―
そ
れ
は
左
側
か
ら
来
る
―
―
を
浴
び
て
明
暗
の
諧
調
を
生

み
、
扉
を
か
ざ
る
透
視
画
は
こ
の
現
実
の
光
と
呼
応
し
て
絵
画
的
な
明
と
暗
の
諧

調
と
リ
ズ
ム
を
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
に
与
え
る
か
ら
で
あ
り
、
順
次
内
側
に
向
け
て
位

置
を
移
動
す
る
消
失
点
の
設
定
が
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
全
体
の
内
的
統
一
を
促
進
す
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
秘
め
ら
れ
た
数
理
的
比
例
を
可
視
化
し
美
し
く
装
っ
て
い

る
の
は
扉
の
透
視
画
で
あ
り
、
数
理
的
比
例
の
美
と
タ
ル
シ
ア
画
の
装
飾
は
ひ
と

つ
の
も
の
で
あ
り
、
第
八
節
で
見
る
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
判
断
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ

で
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
実
の
光
は
画
中
の
光
と
な
っ
て
聖
人
や
器
物
を
照
ら
し
、
虚
構
の
絵
画
空
間

は
こ
ち
ら
側
の
現
実
の
空
間
に
ま
じ
り
あ
う
。
視
覚
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
横
断
す
る

ま
す
目
（
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
）
を
破
っ
て
観
客
を
包
み
込
む
の
は
、
こ
の
虚
実
綯な

い

ま
ぜ
の
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
タ
ル
シ
ア
画
揺
籃
の
地
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
初
期
作

品
以
来
決
し
て
め
ず
ら
し
い
認
識
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度

確
認
し
た
い
の
は
、
現
実
空
間
を
も
取
り
込
ん
だ
タ
ル
シ
ア
画
が
、
素
材
美
を
あ

ら
わ
に
し
た
家
具
装
飾
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
ダ
・
レ
ン
デ
ィ

ナ
ー
ラ
兄
弟
の
タ
ル
シ
ア
に
即
し
て
論
じ
た
の
も
木
素
材
に
よ
る
虚
構
の
真
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
プ
エ
ラ
ー
リ
の
場
合
、
こ
の
事
実
が
大
聖
堂
の
旧
聖

具
室
（
現
存
し
な
い
）
と
い
う
具
体
的
な
設
置
の
場
の
状
況
を
想
定
し
て
検
討
さ

れ
た
（
旧
聖
具
室
と
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
の
装
飾
的
関
係
に
つ
い
て
今
日
の
研
究

（Lucco,（009

）
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
ア
イ
デ
ア
ま
で
否
定
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
ろ
う
）。
先
に
実
用
家
具
の
造
形
美
を
仮
に
適
合
美
と
称
し
た
根

拠
の
ひ
と
つ
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
場
を
ふ
さ
わ
し
く
か
ざ
る
の
は
い
つ
も
透
視

画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
の
し
ご
と
で
あ
り
使
命
で
あ
っ
た
。

　
　

七 

─
二  

ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
二
）
コ
ー
ロ
の
黄
金
比
構
成
と
透
視
画
に
よ

る
内
的
統
一

　

ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
二
）
の
タ
イ
ト
ル
は
「
コ
ー
ロ
の
黄
金
比
構
成
と
透
視
画

に
よ
る
内
的
統
一
」
で
あ
る
。
一
方
に
状
況
に
左
右
さ
れ
な
い
黄
金
比
が
あ
り
、

他
方
に
、
コ
ー
ロ
（
一
四
八
五
～
一
四
八
七
）
の
ゆ
が
み
を
透
視
画
の
幅
の
増
減

と
明
暗
対
比
を
も
っ
て
視
覚
的
に
補
正
し
統
一
感
を
与
え
る
工
夫
が
あ
る
。
プ

ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
構
想
が
帰
着
す
る
の
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
同
じ
く
観
客
の
眼
に

コ
ー
ロ
が
全
体
と
し
て
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
号

（
二
六
号
）
の
テ
キ
ス
ト
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
黄
金
比
へ
の
論
及
は

な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
関
係
が
ど
う
捉
え
ら
れ
た
か
を
考
え
よ
う
。
付
言
す

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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れ
ば
、
コ
ー
ロ
は
大
聖
堂
外
陣
に
現
存
す
る
。
た
だ
し
元
の
位
置
か
ら
向
こ
う
側

に
移
さ
れ
開
口
部
が
大
幅
に
開
い
た
現
状
で
は
著
者
の
分
析
に
見
合
っ
た
効
果
は

現
場
で
も
十
分
確
認
で
き
ず
、
当
時
の
状
況
を
想
像
し
て
テ
キ
ス
ト
を
読
む
ほ
か

な
い
。

　

さ
て
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
は
対
照
的
に
、
現
場
の
建
築
状
況
の
ゆ
が
み
を
受
け
入

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
コ
ー
ロ
で
は
、
黄
金
比
は
そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
と
は
独
自

に
、
眼
の
錯
覚
を
逆
用
し
て
、
本
来
あ
る
べ
き
左
右
相
称
の
印
象
が
コ
ー
ロ
に
与

え
ら
れ
た
。
錯
覚
を
生
み
だ
す
の
は
、
し
つ
ら
い
の
、
装
飾
の
は
た
ら
き
で
あ
る

（
一
〇
四
頁
以
下
参
照
）。
な
ぜ
な
ら
、
錯
覚
は
透
視
画
の
明
と
暗
の
色
面
配
列
の

工
夫
お
よ
び
個
々
の
祈
祷
席
の
幅
の
調
整
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
を
認
め
た
プ
エ
ラ
ー
リ
の
分
析
に
は
目
を
見
は
る
も
の
が
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
、
コ
ー
ロ
に
認
め
ら
れ
た
黄
金
比
と
、
装
飾
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
見
か
け
の

左
右
相
称
プ
ラ
ン
と
の
綜
合
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
。
前
提
が
違
う
の
だ
か
ら
無

理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　

八 　

比
例
美
と
装
飾
美
は
相
補
的
で
あ
る

　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
と
コ
ー
ロ
と
で
は
黄
金
比
と
装
飾
の
適
合
美
と
の
関
係
は
こ
の

よ
う
に
異
な
る
が
、
そ
の
違
い
は
状
況
の
違
い
に
由
来
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
プ

ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
造
形
を
数
理
的
比
例
と
装
飾
と
の
両
方
向
か
ら
検
討
す
る
プ
エ

ラ
ー
リ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
的
で
あ
り
人
文
主
義
的
で
あ
る
こ
と
に

違
い
は
な
い
。
木
素
材
か
ら
出
来
す
る
フ
ォ
ル
ム
を
語
る
プ
エ
ラ
ー
リ
は
現
象
学

者
で
あ
っ
た
が
、
黄
金
比
と
装
飾
の
適
合
美
と
の
関
係
を
認
め
た
プ
エ
ラ
ー
リ
は

ル
ネ
サ
ン
ス
の
造
形
理
念
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
ル

ネ
サ
ン
ス
で
は
黄
金
比
―
―
一
般
に
比
例
―
―
と
装
飾
は
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。

　

ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
（
一
）
で
プ
エ
ラ
ー
リ
は
、
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
は
一
四
○
○

年
代
の
建
築
意
匠
の
応
用
の
理
想
だ
と
書
い
て
し
め
く
く
っ
た
。
そ
の
と
き
彼

の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
『
建
築
論
』（Alberti,（48（

）
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
こ
の
本
の
第
六
書
第
二
章
で
、
比
例
の
美

pulchritudo

と
オ
ー
ナ
メ
ン
トornam

entum

は
別
物
で
あ
る
に
し
て
も
、

我
々
は
こ
の
二
つ
の
違
い
を
言
葉
で
説
明
す
る
よ
り
も
は
っ
き
り
と
心
に
描
い
て

い
る
、
と
書
い
て
い
る
。
言
葉
の
上
で
二
律
背
反
す
る
二
つ
の
美
が
建
築
家
の
実

践
に
よ
っ
て
（
建
築
作
品
に
お
い
て
）
矛
盾
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
認
識

は
重
要
で
あ
る
。

　

全
体
と
部
分
の
、
部
分
と
部
分
の
比
例
も
、
建
築
家
に
と
っ
て
状
況
か
ら
超
越

し
た
不
動
の
イ
デ
ア
で
は
な
い
。
建
築
の
形
態
そ
の
も
の
が
、
風
土
・
地
形
・
目

的
用
途
・
オ
ー
ダ
ー
（
様
式
）・
法
令
そ
し
て
施
主
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
応
じ
て
変

更
と
修
正
を
迫
ら
れ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
参
照
し
た
古
代
ロ
ー
マ
の
ウ
ィ
ト
ル

ウ
ィ
ウ
ス
（
森
田
慶
一
訳
）
は
『
建
築
書
』
第
六
書
で
、
建
築
で
は
シ
ュ
ン
メ
ト

リ
ア
（
比
例
）
が
第
一
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、「
土
地
の
性
状
や
利
用
性
や
外
貌

に
あ
ら
か
じ
め
目
を
向
け
、
加
減
に
よ
っ
て
調
整
を
行
な
う
こ
と
も
ま
た
俊
敏
な

人
に
と
っ
て
特
有
な
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
、
状
況
に
応
じ
た
形
の
決
定
と
し
て

の
デ
コ
ル
が
、
ま
た
、
正
し
い
比
例
を
目
が
見
誤
る
場
合
に
し
か
る
べ
く
状
況
に

応
じ
て
調
整
す
る
エ
ウ
リ
ュ
ト
ミ
ア
の
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
注
意
を
う
な
が
し

て
い
る
。

　

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
構
想
と
同
じ
も
の
を
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
認
め
る
こ
と
は
た
や

す
い
。
比
例
の
美
と
装
飾
美
は
別
物
で
あ
る
が
、
両
者
を
調
整
し
調
和
の
全
体
を

五  浦  論  叢  第  27  号



118

生
み
だ
す
の
は
、
し
つ
ら
い
と
し
て
の
装
飾
の
技
で
あ
る
。
そ
れ
を
プ
ラ
ー
テ
ィ

ナ
の
タ
ル
シ
ア
に
認
め
た
プ
エ
ラ
ー
リ
の
目
は
建
築
家
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
ま
な
ざ

し
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

　
　

九　

 

近
代
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
ゆ
く
え

　

で
は
プ
エ
ラ
ー
リ
の
装
飾
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
の
そ

れ
と
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
の
私
た
ち
に
と
っ
て
過
去
の
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
今
日
よ
く
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
西
洋
近
代
の
フ
ォ
ー
マ
リ

ズ
ム
の
意
味
を
問
い
な
お
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。

　

近
代
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
と
抽
象
美
術
が
退
潮
し
た
か
に
見
え
る
今
、
美
学
と

芸
術
学
は
ま
だ
そ
れ
に
代
わ
る
有
力
な
方
法
を
生
み
だ
し
て
い
な
い
。
思
想
界
で

次
代
を
ひ
ら
く
か
に
見
え
た
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
は
諸
家
の
間
で
理
解
が
錯
綜
し
、

モ
ダ
ン
に
代
わ
る
世
界
像
を
提
示
し
て
い
な
い
。
他
方
、
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ト
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
の
諸
方
法
、
ア
イ
コ
ニ
ッ
ク
・
タ
ー
ン
、
神
経
美
学
な
ど
美
学
美
術
史

学
で
相
次
い
で
提
起
さ
れ
て
い
る
諸
方
法
を
一
括
し
て
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
的
と
す

る
の
が
適
当
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
歴
史

的
作
品
が
今
現
前
し
て
い
る
と
い
う
美
術
史
学
の
対
象
の
特
性
を
考
慮
せ
ず
、
そ

こ
か
ら
テ
ー
マ
展
開
を
は
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
の
解
釈
は
常
に
更
新
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
見
誤
ら
な
い
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
古
く
か
ら
の
方
法
で
あ
っ
た
。
近
代
の

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
（
狭
義
に
は
様
式
論
）
は
こ
の
伝
統
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
、
倫

理
的
・
象
徴
的
価
値
を
払
拭
し
、
そ
の
も
の
と
し
て
可
視
化
し
、
近
代
社
会
の
思

想
の
一
端
を
担
う
ま
で
に
精
緻
に
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

単
純
化
し
て
言
え
ば
カ
ン
ト
か
ら
美
的
価
値
を
重
視
す
る
新
カ
ン
ト
派
が
出
、

現
象
学
美
学
が
こ
れ
に
続
き
、
こ
こ
に
至
っ
て
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
美
学
的
根
拠

が
固
め
ら
れ
た
。
歴
史
解
釈
と
美
的
直
観
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
ク
ロ
ー

チ
ェ
の
考
え
も
こ
の
よ
う
な
美
学
思
想
の
伝
統
線
上
に
生
ま
れ
た
。
し
か
し
今
で

は
そ
う
し
た
作
品
論
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
ず
、
作
品
と
作
品
を
生
み
だ
し
た
状

況
に
目
を
向
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
建
築
史
家
マ
ー
ク
・

ジ
ャ
ー
ゾ
ン
ベ
ク
は
二
○
世
紀
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
と
美
的
体
験
主
義
を
全
否
定

す
る
急
先
鋒
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
そ
れ
ら
に
代
わ
る
方
向
を
何
ら
示
し
て
い
な

い
（Jarzom

bek,（994

）。

　

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
核
と
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
過
去
の
遺
物
で
は
な
い
。
思
想

の
主
導
的
力
線
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
今
、
確
信
を
も
っ
て
そ
う
言
い
切
れ
る
人

は
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
反
近
代
と
か
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
い
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
疑
似
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
一
旦
か
っ
こ
に
入
れ
、
近
代
合
理
主
義
の

向
こ
う
の
ル
ネ
サ
ン
ス
な
い
し
そ
れ
以
前
に
立
ち
返
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
見
え
て

来
る
の
は
、
今
日
の
錯
綜
し
た
状
況
か
ら
は
見
え
に
く
く
な
っ
た
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ

ム
の
新
し
い
展
開
へ
の
糸
口
で
あ
る
。
筆
者
は
過
去
四
○
年
間
そ
の
動
向
を
観
察

し
て
き
た
。
装
飾
（ornato, ornam

ent, decoration

）
に
着
眼
し
た
研
究
の

広
が
り
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　

管
見
の
及
ん
だ
限
り
で
あ
る
が
、
美
術
史
学
で
は
オ
ッ
ト
ー
・
デ
ム
ス

（D
em

us,（948

）
と
オ
ッ
ト
ー
・
ぺ
ヒ
ト
（（977

）、
マ
ー
シ
ャ
・
ホ
ー
ル

（H
all,（99（

）
は
制
作
の
現
場
と
機
会
を
と
ら
え
て
信
者
観
客
に
開
か
れ
た

様
式
の
規
定
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
。
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
テ
ィ

（Battisti,（96（
）、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ウ
ォ
ー
ル
（W

ohl,（999

）、
ク
レ
ア
・
ゲ

ス
ト
（G

uest,（0（（
）
は
装
飾
概
念
そ
の
も
の
を
独
立
し
た
テ
ー
マ
と
し
て
近

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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代
以
前
に
光
を
当
て
な
が
ら
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
指
向
し
た
人
び
と
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
時
代
の
思
想
と
感
性
の
シ
フ
ト
を
受
け
止
め
て
、
創
作
に
お
け
る
機

会
の
意
義
を
喚
起
し
カ
ン
ト
美
学
の
倫
理
的
価
値
の
不
在
を
指
摘
し
た
ガ
ダ
マ
ー

（『
真
実
と
方
法
』、（960

）、
デ
カ
ル
ト
を
全
面
的
に
批
判
し
た
ジ
ャ
ン
バ
ッ
テ
ィ

ス
タ
・
ヴ
ィ
コ
の
修
辞
学
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ

（（970

）、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
照
準
を
合
わ
せ
て
カ
イ
ロ
ス
（
時

機
）の
意
義
を
よ
み
が
え
ら
せ
感
性
豊
か
に
解
釈
し
な
お
し
た
坂
口
ふ
み（（0（（

）

の
仕
事
も
、
こ
れ
ら
美
学
美
術
史
学
上
の
動
向
と
並
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

先
に
挙
げ
た
デ
ム
ス
、
ぺ
ヒ
ト
、
バ
ッ
テ
ィ
ス
テ
ィ
、
ウ
ォ
ー
ル
ら
は
多
か
れ

少
な
か
れ
、
純
粋
視
覚
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ス
ト
た
る
リ
ー
グ
ル
や
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
ら

の
洗
礼
を
受
け
て
そ
の
影
響
か
ら
出
発
し
た
世
代
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は

近
代
以
前
の
様
式
概
念
に
立
ち
帰
り
、
自
律
的
様
式
論
か
ら
開
か
れ
た
様
式
論
へ

と
目
を
外
に
転
じ
た
人
た
ち
で
あ
り
、装
飾
の
問
題
が
彼
ら
の
前
に
立
ち
現
れ
た
。

し
か
し
そ
の
兆
し
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
。

　
　

十　

 

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
装
飾
概
念
─
─
装
飾
史
と
し
て
の
絵
画
史

　

そ
の
主
著
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』（（9（（

）
は
純
粋
視
覚
の
概
念
を
導
入
し

て
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
美
術
史
を
確
立
し
た
名
著
と
し
て
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
広
範

囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
世
紀
後
半
に
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
が
退
潮
す
る
に
つ
れ

て
、
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
論
者
ら
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
二
○
一
五
年
に
は
出
版
百
周
年
を
記
念

し
て
主
要
各
国
で
多
彩
な
行
事
と
研
究
出
版
が
相
次
ぎ
、
批
判
さ
れ
つ
つ
も
な
お

そ
れ
が
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
た
が
、
積
極
的
な
ヴ
ェ
ル

フ
リ
ン
再
評
価
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
で
は
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』
と
は

何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
本
書
末
尾
の
結
論
で
、「「
自
然
模
倣N

aturnachahm
ung

」

の
あ
ら
ゆ
る
進
歩
は
装
飾
的
感
情die dekorative Em

pfindung

の
な
か
に
根

を
お
ろ
し
て
い
る
」
と
、
ま
た
「
絵
画
の
歴
史
は
、
単
に
附
随
的
に
で
は
な
く
、

本
質
的
に
も
装
飾D

ekoiration

の
歴
史
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
本
書
の
結

論
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
こ
こ
が
正

面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ラ
フ
ァ
エ
ロ
か
ら
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
へ
の
発
展
が
、
い
や
絵
画
史
そ
の
も
の
が
、

装
飾
の
歴
史
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
来
芸
術
が
芸
術
た
る
こ
と
の

根
拠
は
自
然
の
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
に
あ
り
と
考
え
ら
れ
た
が
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ

ン
は
そ
れ
を
否
定
し
て
装
飾
の
優
位
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

彼
の
貢
献
は
、
純
粋
視
覚
の
合
理
的
発
展
―
―
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
へ

―
―
や
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ガ
ン
ト
ナ
ー
が
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
触
発
さ
れ
て
導
入
し
た

プ
レ
フ
ィ
グ
ラ
ツ
ィ
オ
ン
（
先
形
象
）
や
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
中
村
二
柄
の
ウ
ル

フ
ィ
グ
ラ
ツ
ィ
オ
ン
へ
の
道
す
じ
の
上
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン

が
近
世
絵
画
史
を
装
飾
の
歴
史
と
読
み
か
え
た
こ
と
。
今
と
な
っ
て
は
こ
れ
が

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
最
大
の
功
績
と
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

彼
が
装
飾
史
と
し
て
の
絵
画
史
を
着
想
す
る
に
当
た
っ
て
絵
画
制
作
の
コ
ア
に

「
模
倣
と
装
飾
」
を
認
め
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
的
・
人

文
主
義
的
な
側
面
が
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
関
係
は
想

像
す
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

　
「
模
倣Im

itation
」
と
は
写
生
で
あ
り
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
。
他
方
「
装
飾
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D
ekoration

」
と
は
デ
ッ
サ
ン
を
飾
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
・
彩
色
・
明
暗
な
ど

美
的
な
表
現
の
工
夫
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
区
別
さ

れ
て
い
る
が
、
で
は
両
者
の
関
係
は
ど
う
か
。

　

写
実
主
義Realism

us

と
い
う
近
代
的
概
念
に
批
判
的
な
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は

こ
れ
に
代
え
てIm

itation

を
選
ん
だ
が
、
西
洋
近
世
で
はIm

itation

は
自
然

模
倣
の
ほ
か
に
古
代
作
品
を
含
む
先
行
作
品
の
模
倣
の
意
味
も
含
ん
で
い
た
（
ア

ル
ベ
ル
テ
ィ
『
絵
画
論
』、『
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
『
美
術
家
列
伝
』）。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は

こ
の
両
義
性
を
尊
重
し
、
後
者
の
模
倣
―
―
名
作
を
模
倣
す
る
こ
と
―
―
に
注
意

を
払
っ
て
、
こ
れ
を
「
図
か
ら
図
へvon Bild auf Bild

」
と
定
式
化
し
、
そ
れ

を
根
拠
に
し
て
自
然
模
倣
に
対
す
る
装
飾
の
優
位
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
模
倣

概
念
が
両
義
で
あ
れ
ば
、
自
然
模
倣
と
装
飾
の
関
係
が
一
義
的
で
は
な
く
な
る
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
自
然
模
倣
の
な
か
に
装
飾
（
デ
ザ
イ
ン
）
が
あ
り
、
装
飾
の

な
か
に
先
人
の
自
然
模
倣
の
学
び
の
跡
が
あ
る
。
両
者
の
関
係
が
創
作
（
自
然
模

倣
）
と
伝
統
（
名
作
の
模
倣
）
の
両
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の

画
家
た
ち
の
仕
事
に
即
し
て
も
っ
と
も
で
あ
り
、
応
物
写
生
と
、
名
品
の
臨
模
な

い
し
粉
本
の
模
写
と
を
厳
密
に
区
別
し
な
か
っ
た
日
本
絵
画
史
を
振
り
か
え
れ

ば
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
「
模
倣
と
装
飾
」
は
む
し
ろ
私
た
ち
に
理
解
し
や
す
い
立

論
で
あ
ろ
う
。
意
匠
化
し
た
具
象
の
日
本
文
様
に
さ
え
、
い
や
そ
こ
に
こ
そ
、
模

倣
と
装
飾
は
伝
統
の
片
隅
に
確
か
な
場
所
を
占
め
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
「
模
倣
と
装
飾
」
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
古
代
ロ
ー
マ
以
来
「
物
と
言
葉
」「
意

味
さ
れ
る
も
の
と
意
味
す
る
も
の
」
の
統
一
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
、
ル
ネ
サ

ン
ス
で
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
「
認
識
と
表
現
」
な
ど
表
現
論
の
伝
統
の
な
か
に
見
え

て
い
た
人
文
主
義
的
テ
ー
マ
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
問
題
群
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

対
立
項
の
間
に
、調
和
と
統
一
の
機
能
が
は
た
ら
か
な
い
現
実
に
対
す
る
異
議（
キ

ケ
ロ
、
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
）、
な
い
し
調
和
と
統
一
へ
の
願
い
（
ブ
ル
ー
ニ
）、

あ
る
い
は
そ
れ
が
か
な
っ
た
と
き
の
驚
き
（
コ
ラ
ツ
ィ
オ
）
の
表
意
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
模
倣
と
装
飾
」
で
は
「
模
倣
」
と
「
装
飾
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が

お
互
い
に
浸
透
し
、
創
作
と
伝
統
も
、
自
然
模
倣
と
名
画
の
模
倣
も
、
言
葉
の
上

で
区
別
さ
れ
て
は
い
る
が
、
二
者
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
「
模
倣
と
装
飾
」
は
歴
史
の
モ
メ
ン
ト
を
捨
象
し

モ
デ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
不
可
分
で
あ
る
べ
き
「
模
倣
」
と
「
装
飾
」

を
あ
え
て
分
け
て
後
者
を
優
位
と
見
、
そ
れ
を
絵
画
様
式
発
展
の
第
一
要
因
と
見

な
し
た
が
、「
装
飾
」
の
な
か
に
「
模
倣
」
の
モ
メ
ン
ト
が
、「
模
倣
」
の
な
か
に

「
装
飾
」
の
モ
メ
ン
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
も
う
一
度
強
調
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
次
元
の
違
う
二
つ
の
模
倣
が
（
次
元
の
違
う
二
つ
の
「
装
飾
」
も
ま

た
）
が
こ
こ
で
新
た
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。

　

二
○
世
紀
の
美
学
者
は
抽
象
芸
術
の
理
論
的
先
覚
と
し
て
の
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
を

認
め
、
そ
の
理
論
的
出
自
を
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
ら
に
求
め
て
き
た
。
そ
れ

は
事
実
で
は
あ
る
が
半
面
の
真
理
で
し
か
な
い
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は『
古
典
美
術
』

（
一
八
九
九
）
で
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ダ
ビ
デ
像
を
取
り
上
げ
て
、
ル
ネ
サ

ン
ス
美
術
の
構
想
力
の
内
に
時
機
と
場
所
の
モ
メ
ン
ト
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と

を
認
め
た
稀
有
な
フ
ォ
ー
マ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
（
上
田
、（0（0

）。『
美
術
史
の

基
礎
概
念
』
の
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
的
一
面
を
示
す
と
し

て
も
何
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
二
重
の
模
倣
概
念
を
見
な
け
れ
ば
そ
れ
を
よ
く
理

解
で
き
ず
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
評
価
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ェ
フ
ル
フ
リ
ン

は
装
飾
の
意
義
を
近
世
絵
画
史
に
問
い
、
こ
れ
を
敷
衍
し
て
す
べ
て
の
絵
画
史
は

装
飾
の
歴
史
で
あ
る
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
が
、
自
然
模
倣
の
意
義
は
否
定
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。
否
定
さ
れ
た
の
は
芸
術
家
の
個
性
と
思
想
性
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を
過
大
視
し
す
ぎ
た
近
代
の
写
実
主
義
だ
け
で
あ
る
。
ク
ー
ル
ベ
の
作
品
は
近
代

絵
画
史
上
ど
れ
だ
け
「
装
飾
」
に
貢
献
し
た
か
。
写
実
主
義
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ポ

ジ
シ
ョ
ン
、色
彩
、ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
、明
暗
法
は
ど
れ
だ
け
刷
新
さ
れ
た
か
。
ヴ
ェ

ル
フ
リ
ン
が
『
古
典
美
術
』
以
来
写
実
主
義
を
嫌
い
、
こ
の
タ
ー
ム
に
代
え
て
ル

ネ
サ
ン
ス
の
「
模
倣Im

itation

」
に
戻
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
理
と
現
実
に
か
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
読
め
る
と
す
れ
ば
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
「
模
倣
と
装
飾
」
に
よ
っ

て
絵
画
史
の
装
飾
史
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
一
人
で

あ
っ
た
（
上
田
、（0（（

）。
そ
し
て
プ
エ
ラ
ー
リ
も
ま
た
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
同
じ

装
飾
に
向
か
う
位
相
に
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。

　
　

十
一　

 

装
飾
史
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト

　

近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
最
大
の
成
果
だ
っ
た
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
、
自
然
模
倣
の

意
義
も
、
美
的
直
観
と
歴
史
認
識
も
、
現
象
学
的
方
法
も
放
棄
し
な
い
ま
ま
に
装

飾
論
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
新
た

に
作
品
に
見
よ
う
と
す
る
状
況
と
時
機
は
、
テ
ー
マ
と
と
も
に
あ
っ
て
、
創
作
の

動
機
と
構
想
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
長
い
伝
統
の
試
練
に
耐
え
造
形
の

理
念
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
き
た
「
物
と
言
葉
」
の
人
文
主
義
的
意
義
が
ヴ
ェ
ル
フ

リ
ン
の
装
飾
観
に
よ
み
が
え
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
確
か
な
徴
候
で
あ
る
。

　

装
飾
と
し
て
読
み
か
え
ら
れ
た
新
し
い
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
、
芸
術
と
社
会
と

い
う
二
元
論
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
・
テ
ー
ヌ
の
環
境
決
定
論
や

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ア
ン
タ
ル
ら
の
社
会
学
的
美
術
史
、
ま
た
こ
の
二
元
論
を
作
品

の
美
的
構
造
の
分
析
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
た
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
カ
ス

テ
ル
及
び
そ
れ
と
同
傾
向
だ
が
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
傾
向
顕
著
な
ジ
ュ
リ
オ
・
カ

ル
ロ
・
ア
ル
ガ
ン
ら
に
代
わ
っ
て
、
具
体
的
な
社
会
と
状
況
と
機
会
を
造
形
本
来

の
美
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
認
め
る
だ
ろ
う
。
装
飾
史
へ
の
展
望
は
主
観
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
願
望
で
は
な
く
、
創
作
と
歴
史
に
即
し
た
近
代
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の

弁
証
法
的
展
開
で
あ
る
。

　

世
界
の
美
術
史
は
あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
装
飾
史
は
ま
だ
な
い
。
し
か
し
そ

の
基
本
方
向
は
ク
レ
ア
・
ゲ
ス
ト
の
大
著
『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
装
飾
を

理
解
す
る
』（G

uest,（0（（

）
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。
修
辞
学
の
「
物

と
言
葉
」
の
再
評
価
を
試
み
た
エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
が
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主

義
の
批
判
の
書
物
は
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
い
と
言
っ
た
の
は
一
九
七
○
年
の
こ
と

だ
っ
た
が
、そ
れ
よ
り
半
世
紀
後
の
今
ゲ
ス
ト
は
装
飾
史
の
普
遍
的
意
味
を
問
い
、

将
来
へ
の
展
望
を
示
唆
す
る
に
至
っ
た
。

　

普
遍
的
と
う
た
わ
れ
る
の
は
、
ゲ
ス
ト
の
意
図
を
離
れ
て
、
私
た
ち
東
北
ア
ジ

ア
の
造
形
に
つ
い
て
も
装
飾
論
が
展
開
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
ゲ

ス
ト
に
先
行
し
彼
女
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
山
崎
正
和
『
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン
』（
二

○
○
七
）
は
東
洋
美
術
を
視
野
に
収
め
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
同
じ
位
相
か
ら
写
実

の
概
念
を
見
直
し
相
対
化
し
て
装
飾
の
復
位
を
説
い
た
。か
つ
て
矢
代
幸
雄
は『
日

本
美
術
の
特
質
』（
一
九
四
三
）
で
「
日
本
に
お
い
て
は
写
実
画
は
自
ら
装
飾
画

と
一
致
し
た
、と
考
え
得
る
」
と
書
い
た
。『
奇
想
の
系
譜
』（
一
九
七
○
）
と
『
若

冲
』（
一
九
七
四
）
以
後
、
長
年
か
ざ
り
研
究
会
を
主
宰
し
て
き
た
辻
惟
雄
は
仏

教
美
術
史
に
つ
い
て
、
実
証
研
究
の
次
に
来
る
べ
き
荘
厳
の
原
初
像
の
復
元
に
期

待
を
寄
せ
る
（
辻
『
日
本
美
術
の
歴
史
』、
二
○
○
五
）。
装
飾
の
意
義
を
問
え
ば

日
本
絵
画
に
お
け
る
模
倣
の
意
義
も
問
い
な
お
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

仏
像
の
荘
厳
空
間
に
つ
い
て
諸
家
の
す
ぐ
れ
た
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
の
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中
か
ら
特
に
長
岡
龍
作
の
「
神
護
寺
薬
師
如
来
の
位
相
」（
一
九
九
四
）
と
『
日

本
の
仏
像
』（
二
○
○
九
）
に
注
目
し
た
い
。
神
護
寺
論
文
で
長
岡
は
異
形
の
薬

師
像
の
様
式
と
場
（
高
尾
山
寺
）
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
悔
過
儀
礼
を
指
摘

し
た
上
で
、
異
形
の
薬
師
像
の
形
は
単
に
場
の
要
請
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
逆
に
場
を
つ
く
り
あ
げ
る
機
能
を
も
担
い
、
場
と
像
と
は
相
補
的
な
関

係
に
あ
る
と
結
論
す
る
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
仏
像
の
木
素
材
の
宗
教
的

意
味
が
こ
こ
で
は
装
飾
（
荘
厳
）
の
テ
ー
マ
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
場
所
を
得
た

こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
『
日
本
の
仏
像
』
は
信
者
ら
が
相
ま
み
え
る
こ
と
の
な
い
仏
の
た
ち
を
荘
厳
の

現
場
に
可
視
化
し
復
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
が
、
と
く
に
印
象
深
い
の
は
大
安

寺
像
（
現
失
）
に
つ
い
て
「
釈
迦
は
す
で
に
今
こ
こ
に
い
る
」
と
如
来
来
臨
の
現

場
を
当
時
の
願
文
と
大
乗
仏
典
に
よ
っ
て
再
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

宗
教
色
を
弱
め
て
き
た
西
洋
美
術
の
装
飾
論
と
は
一
線
を
画
す
我
が
国
独
自
の

展
開
を
長
岡
の
二
著
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
従
来
の
実
証
的
研
究
の
準
拠

枠
を
問
い
な
お
し
、
歴
史
の
現
場
に
立
ち
合
っ
て
仏
の
荘
厳
へ
と
向
か
う
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
人
文
主
義
的
プ
エ
ラ
ー
リ
と
、
装
飾
論
の
構
造
に
お
い
て
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
。

　

ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
彫
刻
に
即
し
て
「
形
式
の
機
会
の
役
割
」
を
論
じ
た
ぺ
ヒ
ト

（（977

）、
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
の
祭
壇
画
に
信
仰
の
場
と
時
機
（
ミ
サ
）
と
様
式
の

デ
コ
ー
ル
ム
を
認
め
た
ホ
ー
ル
（H

all,（99（

）、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
表
現
論
・
様
式

論
を
装
飾
論
と
し
て
再
検
討
し
た
ウ
ォ
ー
ル
（W

ohl,（999

）、
そ
し
て
普
遍
的

装
飾
史
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
を
示
唆
し
た
ゲ
ス
ト
（G

uest,（0（（

）
ら

も
ま
た
、
プ
エ
ラ
ー
リ
と
同
じ
志
向
を
示
し
て
二
○
世
紀
後
半
以
来
の
装
飾
論
へ

の
シ
フ
ト
が
一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
る
。

　

閉
じ
た
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
（
様
式
論
）
を
状
況
と
時
機
に
開
か
せ
、
そ
こ
か
ら

当
初
の
作
品
の
形
へ
と
再
帰
す
る
運
動
が
あ
る
。
素
材
と
技
法
は
こ
の
サ
イ
ク
ル

の
な
か
で
し
か
る
べ
き
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

右
に
挙
げ
た
人
び
と
、
特
に
長
岡
と
プ
エ
ラ
ー
リ
は
同
じ
こ
と
―
―
い
わ
ば
開

か
れ
た
様
式
論
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
開
か
れ
方
は
信
者
観
客
が
随
意
に
受
け

取
っ
て
い
い
よ
う
な
芸
術
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
開
か
れ
で
は
な
く
、
歴
史
的
現

実
の
中
で
の
一
意
的
な
美
的
な
開
か
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
の
飾
り
か
ら
、
形
に

よ
る
飾
り
を
へ
て
状
況
と
環
境
の
飾
り
へ
と
展
開
し
て
、
も
う
一
度
当
初
の
形
に

戻
る
。
こ
う
し
て
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
形
は
も
は
や
最
初
の
形
で
は
な
い
。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
を
確
認
す
る
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
は
宗
教
の
意
義
を
も
自
覚
さ
せ
る
。

　

限
ら
れ
た
事
例
を
も
っ
て
推
し
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
装
飾
へ
向
か
う

ま
な
ざ
し
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
以
後
の
東
西
に
共
通
し
た
現
象
で
あ
り
、
装
飾
論
が

な
ぜ
近
代
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
更
新
を
意
味
す
る
か
を
理
解
す
る
き
っ
か
け
に
な

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
　

十
二　

 

結 

論

　

装
飾
論
を
展
望
し
て
大
局
的
な
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
た
が
、
プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル

シ
ア
装
飾
論
が
今
日
の
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
模
倣
と
装
飾
、
比
例
美
と
適
合

美
、
製
作
の
場
と
機
会
―
―
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
装
飾
に
こ
の
三
つ
の
層

が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
製
作
に
お
い
て
一
つ
で
あ
り
、
先
入
観
な
し
に
よ
く

考
え
れ
ば
我
が
国
の
美
術
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
西
洋
の
学
的
作
法
を
日
本
に
応
用
し
た
結
果
の
符
合
で
は
な
く
、
そ
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れ
ぞ
れ
の
文
化
・
文
明
が
古
来
こ
の
方
向
に
向
か
っ
て
創
作
と
批
評
を
豊
か
に
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
と
言
っ
て
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
西
洋
近

代
の
合
理
主
義
の
負
の
一
面
を
正
し
て
、
も
う
一
度
、
伝
統
的
表
現
論
の
本
道
に

立
ち
返
っ
て
考
え
な
お
そ
う
と
す
る
志
の
な
か
に
あ
り
、
展
望
も
そ
こ
に
見
え
て

い
る
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
、
装
飾
史
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
ゆ
る
や
か
に
は

じ
ま
っ
た
現
代
史
の
一
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

追
録 

プ
エ
ラ
ー
リ
「
現
代
美
学
と
現
代
美
術
批
評
史
概
説
」
の
内
容
構
成

　

一
九
六
○ 

─ 

六
一
年
度
パ
ル
マ
大
学
音
楽
古
文
書
学
科
（
ク
レ
モ
ナ
の
パ
ラ
ッ

ツ
ォ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
に
あ
っ
た
が
今
は
パ
ヴ
ィ
ア
大
学
音
楽
学
・
文
化
財
学
科

が
入
っ
て
い
る
）
で
行
わ
れ
た
講
義
「
現
代
美
学
と
現
代
美
術
批
評
史
概
説
」
の

配
布
原
稿
は
ク
レ
モ
ナ
国
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
、
Ａ
四
大
の
用
紙
に
タ
イ
プ
打

ち
し
た
七
十
五
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
。
本
稿
解
説
一
一
〇
頁
参
照
。
以
下
、
講
義
録

の
内
容
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
論
述
の
傾
向
を
把
握
す
る
た
め
に
内
容
構
成
の
み
を

示
し
、
記
述
順
に
人
名
を
記
し
た
。
下
線
つ
き
の
小
見
出
し
は
プ
エ
ラ
ー
リ
の
も

の
で
あ
り
、
ノ
ン
ブ
ル
と
［　

］
は
筆
者
。

Indicazioni sull’estetica e sulla storia della critica d’arte 

contem
poranee

―U
niversità degli studi di Parm

a Scuola di 

paleografia m
usicale, dispense delle lezioni di “Storia della 

m
iniature del m

anoscritto” tenute dal C
hiar.m

o Prof. ALFRED
O

 

PU
ERARI, Parte prim

a del corso dell’anno accadem
ico （960-6（

［序
文

］ pp.（-（

Croce　

pp.（-（（

G
entile　

pp.（4-（9

Antonio Banfi  pp.（0 -（6

　

Le teorie della “pura visibilità” Fiedler, H
ildebrand, Von M

arés, 　

　

Sem
per, Riegl.

［概
説

］　pp.（7-（8

Fiedler  pp.（8-（（

H
ildebrand, M

arés  pp.（（-（（

G
.Sem

per  p.（（

Riegl  pp.（（-（（

W
ickoff  pp.（6-（7

M
ax D

vořàk - August Schm
arsow

 - H
einrich W

oelffl
in pp.（7-

D
vořàk  p.（7 ［Frederich Antalを

含
む

］

W
oelffl

in  pp.（7-4（

Cavalcaselle - M
orelli - Adolfo Venturi - Berenson.  pp.4（-

［序
文

］ pp.4（-4（

Cavalcaselle  pp.4（-44

M
orelli  p.44

Adolfo Venturi  pp.44-46
［Taine, Bergson, Focillon/ D

elacroix, Ingres, Courbet, Rodin, From
entin/ Pica, 

Soffi
ci, futuristiを

含
む

］ 

Berenson  pp.47-（0

Toesca  pp.（0-（（ 
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Lionello Venturi  pp.（（-（9

Roberto Longhi  pp.60-74
参
考
文
献

プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア
論
と
、
装
飾
論
に
か
か
る
参
照
文
献
を
中
心
に
掲
げ
、

本
誌
二
五
号
末
尾
の
参
考
文
献
表
に
掲
出
し
た
文
献
で
あ
っ
て
も
今
号
の
理
解
に

必
要
と
思
わ
れ
る
文
献
は
以
下
に
再
録
し
た
。
配
列
の
順
序
に
つ
い
て
、
欧
文
原

著
の
初
版
の
出
版
年
順
と
し
た
の
は
、
タ
ル
シ
ア
論
と
装
飾
論
の
歴
史
的
展
開
を

見
る
の
に
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。

前
一
世
紀　

ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
（
森
田
慶
一
訳
）『
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
建

築
書
』（
東
海
大
学
出
版
会
、（969

）

（40（-（404　

L.Bruni (a cura di P.Viti), Elogio della città di Firenze

［Laudatio Florentine U
rbis

］, O
pere letterarie e Politiche di Leonardo 

Bruni, （996, pp.（6（-647. 

（470ca　

Benedetto D
ei(a cura di R.Barducci), La C

ronacà dall’anno 
1400 all’anno 1500,（984 Firenze.

（48（　

Cristoforo Landino (a cura di P.Procaccioli), C
om

oento sopra 
la C

om
edia, Rom

a （00（.

（486  M
atteo Colacio, Laus perspective cori in aede sancti Antoni 

patavi, M
atthaei C

olacii D
e verbo civiltate et de genere artis rhetoricae in 

m
agnos rhetores Victorium

 et Q
uintilianum

, Venezia, （486, c.（（8r-（（（v. 

→Savettieri,（998;

上
田（0（6

（48（　

L.B.Alberti, L'Architettura[ D
e re aedificatoria]

（Testo latino e 
trad. a cura di G

.O
rlandi), M

ilano （966. 　

レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
相
川
浩
訳
『
建
築
論
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、（98（

）

（87（  H
.Sem

per, D
onatello.Seine Zeit und Schule, O

snabrück （970.

（899  

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン（
守
屋
謙
二
訳
）『
古
典
美
術 

イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
序
説
』

（
美
術
出
版
社
、（96（

）

（9（（  

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
（
守
屋
謙
二
訳
）『
美
術
史
の
基
礎
概
念
―
近
世
美
術
に

於
け
る
様
式
発
展
の
問
題
』（
岩
波
書
店
、（9（6

）
／
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ

リ
ン
（
海
津
忠
雄
訳
）『
美
術
史
の
基
礎
概
念
―
近
世
美
術
に
お
け
る
様
式
発
展

の
問
題
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、（000

）

（9（4  

Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
伊
藤
博
明
・
富
松
保
之
訳
）『
イ
デ
ア 

美
と
芸
術

の
理
論
の
た
め
に
』（
平
凡
社
、（004

）

（9（4-（（　

Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
木
田
元
監
訳
、
戸
川
れ
い
子
・
上
村
清
雄
訳
）

『〈
象
徴
形
式
〉
と
し
て
の
遠
近
法
』（
哲
学
書
房
、一
九
九
三
）（（9（4-（（;（964

）

（94（　

F.Arcangeli, Tarsie, Rom
a （94（ (M

ilano （94（).

（94（　

矢
代
幸
雄
『
日
本
美
術
の
特
質
』（
岩
波
書
店
、（94（

）

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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（948　
O

.D
em

us, Byzantine M
osaic D

ecoration, London （948.

（9（（　

A.Chastel, M
arqueterie et Perspective au XVe Siècle, La Revue 

des Arts,III,（9（（, pp.（4（-（（4. 

（960  

Ｅ
・
Ｈ
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
（
瀬
戸
慶
久
訳
）『
芸
術
と
幻
影 

絵
画
的
表
現

の
心
理
学
的
研
究
』（（979
、
岩
崎
美
術
社
）

（96（  E.Battisti, O
rnato, Enciclopedia universale dell’Arte,（96（.

（970 

エ
ル
ネ
ス
ト
・
グ
ラ
ッ
シ
（
原
研
二
訳
）『
形
象
の
力 

合
理
的
言
語
の
無
力
』

（
白
水
社
、（0（6

）

（977　

オ
ッ
ト
ー
・
ぺ
ヒ
ト
（
前
川
誠
郎
・
越
宏
一
訳
）（『
美
術
へ
の
洞
察 

美

術
史
研
究
の
実
践
の
た
め
に
』（
岩
波
書
店
、（98（

）

（978 　

H
.-B.G

erl, O
n the philosophical dim

enson of rhetoric: the 
theory of ornatus in Bleonardo Bruni, Philosophy and Rhetoric, vol.（（, 
no.（,Sum

m
er, （978, pp.（78-（90.

（979　

Ｅ
・
Ｈ
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
（
白
石
和
也
訳
）『
装
飾
芸
術
論 

装
飾
芸
術
の

心
理
学
的
研
究
』（
岩
崎
美
術
社
、（989

）

（98（  A.Sartori, Archivio Sartori. D
ocum

enti di storia e arte francescana, 
ed. G

. Luisetto, vol.（. Basilica e C
onvento del Santo, Padova （98（.

（986　

ア
ン
ド
レ
・
シ
ャ
ス
テ
ル
（
摩
寿
意
善
郎
翻
訳
監
修
・
高
階
秀
爾
訳
）『
人

類
の
美
術 

イ
タ
リ
ア
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス（460

～（（00

』（
新
潮
社
、（986

）

（99（　

M
.H

all, C
olor and M

eaning, Cam
bridge U

.Pr.,（99（.

（994　

長
岡
龍
作
「
神
護
寺
薬
師
如
来
の
位
相
―
平
安
時
代
初
期
の
薬
師
―
」

（『
美
術
研
究
』
三
五
九
号
、
一
九
九
四
、１
～
（7
頁
）

（994  M
.Jarzom

bek, D
e-Scribing the Language of Looking: W

ölffl
in 

and the H
istory of A

esthetic Experientialism
, Assem

brage, no.（（ 
(April,（994), pp.（8-69.

（998  C
.Savettieri, La Laus prospettivae di M

atteo C
olacio e la 

Fortuna critica della Tarsia in Area veneta, Ricerche di Storia dell'Arte, 
no.64, （998, pp.（-（（. 

（999  H
.W

ohl, The Aesthetics of Italian Renaissance Art. A Reconsideration 
of Style, Cam

bridge U
niv. Pr.,（999. 

（000　

L.Bandera,A.Foglia,G
.Regis, Arte lignaria a C

rem
ona, Azzano 

San Paolo （000.

（00（　

辻
惟
雄
『
日
本
美
術
の
歴
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、（00（

）

（007　

山
崎
正
和
『
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン
』（
中
央
公
論
新
社
、（007

）

（008  AA.VV., Storia di C
rem

ona. Il Q
uattrocento C

rem
ona nel D

ucato di 
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M
ilano (1395-1535), Com

une di Crem
ona,（008.

（009　

長
岡
龍
作
『
日
本
の
仏
像 

飛
鳥
・
白
鳳
・
天
平
の
祈
り
と
美
』（
中
央
公

論
新
社
、（009

）
（009　

M
.Lucco (a cura di), L’Arm

adio intarsiato di G
iovanni M

aria 
Platina, M

ilano,Crem
ona （009.

（0（（　

坂
口
ふ
み
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
か
ら
キ
ケ
ロ
へ
』（
ぷ
ね
う
ま
舎
、（0（（

）

（0（（　

C
.L.G

uest, The U
nderstanding of O

rnam
ent in the Italian 

Renaissance, Leiden （0（（.

（0（7-（（  

上
田
恒
夫
「
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
「
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト

ニ
ウ
ス
教
会
コ
ー
ロ
の
透
視
画
礼
讃
―
修
辞
学
者
の
タ
ル
シ
ア
（
木
象
嵌
）
批
評

を
味
読
す
る
」（『
芸
術
学 

学
報
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）、（
（
）
～

（
（8
）
頁　
　

同
「
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ラ
ン
デ
ィ
ー
ノ
の
美
術
批
評
に
読
む

ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
」（『
芸
術
学 

学
報
』
第
二
四
号
、
二
〇
一
八 
年
三
月
）、

（
（
）
～
（
（8
）
頁　
　

同
「
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ

ム
に
果
た
し
た「
装
飾
」と
芸
術
体
験
の
役
割（
中
）―『
古
典
美
術
』（（899

）」（『
芸

術
学 

学
報
』
第
二
六
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）、（
（
）
～
（
（8
）
頁　
　

同
「
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
に
果
た
し
た
「
装
飾
」
と
芸
術

体
験
の
役
割
（
下
）
―
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』（（9（（

）
―
」（『
芸
術
学 

学
報
』

第
二
七
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
刊
行
予
定
）

D
izionario biogarafico degli italiani (Treccani online)

追
記

二
○
一
九
年
三
月
に
ク
レ
モ
ナ
で
調
査
し
た
さ
い
に
得
た
新
知
見
を
訳
者
解
説
と

図
版
に
反
映
し
た
。 

謝
辞

プ
エ
ラ
ー
リ
「
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
（
一
四
七
七
─
一
四
九
〇
）」（
下
）

を
翻
訳
す
る
に
あ
た
り
、
福
田
吉
栄
さ
ん
（
福
田
建
具
主
宰
、
金
沢
市
）
に
は

木
工
芸
技
法
に
つ
い
て
、
大
谷
正
幸
さ
ん
（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授 

文
明
論
）

に
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
黄
金
比
に
つ
い
て
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
お
二

人
に
あ
つ
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

Ringraziam
enti

Io, Tsuneo U
eda, traduttore di Le Tarsie del Platina di A

. Puerari, 
ringrazio vivam

ente l’U
fficio Beni C

ulturali Ecclesiastici della 
D

iocesi di C
rem

ona e, in particolare, D
on G

ianluca G
aiardi, 

il D
irettore, per avere autorizzato l’accesso al C

oro e le riprese 
fotografiche, la D

r. Francesca C
am

pana per alcune inform
azioni 

storiche e chim
iche relative all'Arm

adio e al Coro ed il D
r. Stefano 

M
ignani. R

ingrazio inoltre il D
r. M

ario M
arubbi, curatore del 

M
useo Civico Ala Ponzone per gli approfondim

enti storici-artistici 
sull’Arm

adio. 　

Tsuneo U
eda 

（
二
〇
二
〇
年
四
月
三
十
日
受
理
）

〔
う
え
だ　

つ
ね
お
／
金
沢
美
術
工
芸
大
学
名
誉
教
授
・
イ
タ
リ
ア
美
術
史
〕

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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図
 版

　
　写

真
典

拠
の

な
い

図
版

は
す

べ
て

Puerari, Le Tarsie del Platina, Crem
ona （967（

元
本

）
よ

り
。

本
誌

第
（（

号
、

（6
号

の
図

版
の

一
部

を
高

精
細

の
も

の
に

置
き

か
え

て
再

録
し

て
い

る
。

図
１

　
プ

ラ
ー

テ
ィ

ナ
の

ア
ル

マ
デ

ィ
オ

（
一

四
七

七
、

ク
レ

モ
ナ

市
立

美
術

館
）

Lucco (a cura di), L’Arm
adio intarsiato di G

iovanni M
aria Platina

五  浦  論  叢  第  27  号
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図
１

（
参

考
図

）　
近

年
の

修
復

時
に

発
見

さ
れ

た
ア

ル
マ

デ
ィ

オ
右

側
面

の
街

景
を

あ
ら

わ
す

タ
ル

シ
ア

　
状

況
写

真
（

右
）

と
修

復
前

後
の

状
態

を
示

し
た

対
照

図
（

左
・

明
る

い
左

図
は

修
復

後
）

ル
ネ

サ
ン

ス
様

式
の

パ
ラ

ッ
ツ

ォ
の

大
ア

ー
チ

の
向

こ
う

に
近

郊
を

見
晴

る
か

す
典

型
的

な
街

景
画

veduta
で

あ
る

。
側

面
の

全
幅

（
最

大
）

九
○

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
。

　
Lucco (a cura di), L’Arm

adio intarsiato di G
iovanni M

aria Platina

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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図
２

 ア
ル

マ
デ

ィ
オ

の
透

視
画

の
消

失
点

図
解

五  浦  論  叢  第  27  号
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図
３

 ア
ル

マ
デ

ィ
オ

の
黄

金
比

図
解

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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図４ 
クレモナ大聖堂の外陣とコーロの形状

　　（コーロの位置は製作当初の状態をあらわす）　

五  浦  論  叢  第  27  号
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図４（参考図）　コーロ
（いずれも北側） Bandera et al, Arte lignaria a Cremona

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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図５ コーロの祈祷席配列と採寸（単位センチメートル）

五  浦  論  叢  第  27  号
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図６ タルシア画の背地の明暗の別から見た
　　 コーロ全体の模式図

「プラーティナのタルシア (（477-（490)」( 下 )
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図７ コーロの黄金比解析図

五  浦  論  叢  第  27  号
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図
８

（
参

考
図

） プ
ラ

ー
テ

ィ
ナ

作
の

カ
ウ

ン
タ

ー
（

ク
レ

モ
ナ

司
教

館
）　

本
論

で
論

じ
ら

れ
た

ア
ル

マ
デ

ィ
オ

の
様

式
と

同
じ

く
ル

ネ
サ

ン
ス

建
築

由
来

の
構

想
を

再
確

認
さ

せ
る

が
、

鏡
面

の
大

型
の

ロ
ゼ

ッ
ト

模
様

の
装

飾
は

ダ
・

レ
ン

デ
ィ

ナ
ー

ラ
兄

弟
の

同
じ

モ
チ

ー
フ

に
酷

似
し

、
従

来
か

ら
言

わ
れ

て
き

た
師

弟
関

係
を

強
く

感
じ

さ
せ

る
。

作
者

の
サ

イ
ン

（
Ｍ

・
Ｉ

Ｏ
・

Ｍ
・

Ｄ
・

Ｐ
Ｉ

Ａ
Ｄ

Ｅ
Ｎ

Ｉ
Ｓ

・
  　

）
及

び
一

四
八

三
年

の
年

記
が

ル
ネ

サ
ン

ス
の

古
典

的
書

体
で

象
嵌

さ
れ

、
プ

ラ
ー

テ
ィ

ナ
が

ク
レ

モ
ナ

と
マ

ン
ト

ヴ
ァ

の
間

に
位

置
す

る
ピ

ア
ー

デ
ナ

出
身

で
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
。

プ
エ

ラ
ー

リ
は

こ
の

作
品

を
取

り
上

げ
て

い
な

い
。

　
Bandera et al, Arte lignaria a C

rem
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